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　千
空
さ
ん
の
筆
文
字
は
力
強
く
美
し
い
。
本
格
的

に
習
っ
た
こ
と
は
な
い
よ
う
だ
が
、
求
め
ら
れ
て
色

紙
を
書
く
こ
と
も
多
い
の
で
、
ふ
だ
ん
か
ら
練
習
し

て
い
た
よ
う
だ
っ
た
。

　千
空
さ
ん
は
絵
心
も
あ
っ
た
し
、
俳
人
仲
間
に
画

家
も
多
数
い
た
。
自
分
で
も
俳
画
も
描

い
て
い
て
、「
文
芸
協
会
に
飾
っ
た

ら
」
と
俳
画
入
り
の
色
紙
を
５
枚
持
っ

て
き
て
く
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
人
前

に
は
あ
ま
り
出
さ
な
か
っ
た
が
、
残
さ

れ
た
資
料
に
は
俳
画
の
練
習
帳
も
あ
る
。

　ふ
か
う
ら
文
学
館
に
納
め
る
色
紙
に
、

俳
画
を
入
れ
る
こ
と
を
薦
め
た
が
、
首

を
縦
に
振
ら
な
か
っ
た
。
結
局
、
句
だ

け
書
き
絵
は
深
浦
町
出
身
の
画
家
、
桜

庭
利
弘
さ
ん
に
描
い
て
も
ら
っ
た
。

　写
真
は
平
成
12
年
8
月
30
日
、
高
橋

竹
山
の
三
味
線
を
世
に
広
め
た
青
森
芸

術
鑑
賞
協
会
事
務
局
長
だ
っ
た
佐
藤
貞

樹
さ
ん
に
招
か
れ
た
と
き
、
八
甲
田
の

山
荘
が
気
に
入
っ
た
よ
う
で
大
判
の
紙

に
即
興
で
書
い
た
。
こ
の
と
き
も
千
空

さ
ん
の
句
に
、
同
行
の
桜
庭
さ
ん
が
絵

を
添
え
た
。

　火
も
水
も
湯
も
澄
む
君
が
山
の
家

　こ
の
句
は
未
発
表
で
、
佐
藤
家
に
だ

け
残
さ
れ
て
い
る
。
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中
村
弓
子
さ
ん
か
ら
の
お
手
紙

お
手
紙
と
『
中
村
草
田
男
訪
問
記
』、
そ
し
て
、『
千
空

研
究
』
第
一
、
二
、
三
号
を
お
送
り
頂
き
な
が
ら
、
こ
の

と
こ
ろ
父
の
松
山
関
係
の
事
で
忙
殺
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、

御
礼
と
お
返
事
が
遅
く
な
り
ま
し
た
こ
と
を
お
赦
し
下
さ

い
。お

手
紙
に
よ
り
ま
す
と
、
千
空
さ
ん
の
ご
葬
儀
の
時
に

佐
々
木
様
と
は
お
目
に
か
か
っ
て
お
話
を
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
と
の
こ
と
、
お
話
を
し
て
、
萬
緑
の
方
々
と
は
ま
た

違
う
青
森
の
方
と
し
て
の
千
空
さ
ん
へ
の
愛
情
を
感
じ
さ

せ
て
頂
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

ま
ず
、
何
よ
り
も
「
成
田
千
空
研
究
会
」
の
発
足
と

「
千
空
研
究
」
の
創
刊
・
刊
行
を
心
よ
り
お
祝
い
申
し
上

げ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
青
森
文
芸
出
版
か
ら
出
ま

す
こ
と
は
、
青
森
の
風
土
と
御
自
身
の
文
学
活
動
を
切
り

離
せ
な
い
も
の
と
し
て
い
つ
も
考
え
ら
れ
て
お
ら
れ
た
千

空
さ
ん
に
相
応
し
く
、
千
空
さ
ん
も
喜
ん
で
お
ら
れ
る
こ

と
と
存
じ
ま
す
。

『
中
村
草
田
男
訪
問
記
』
を
拝
読
し
ま
し
て
、
ま
ず
、

１
９
４
９
年
の
東
京
・
吉
祥
寺
の
成
蹊
学
園
職
員
寮
の
訪

問
記
は
、
私
が
５
歳
の
時
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
子

供
心
に
覚
え
て
お
り
ま
す
。
こ
の
こ
ろ
の
父
母
の
あ
り
よ

う
と
住
ま
い
の
雰
囲
気
を
生
き
生
き
と
思
い
出
さ
せ
る
貴

重
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
戦
後
間
も
な
く
の
全
て
が

配
給
の
時
代
で
、
煙
草
の
配
給
も
あ
り
、「
煙
草
の
配

給
！
」
と
い
う
掛
け
声
を
幼
い
私
が
間
違
え
て
「
バ
カ
ナ

ハ
イ
ク
！
」
と
連
呼
し
て
い
た
、
と
は
、
そ
の
時
代
の
我

が
家
の
笑
い
話
と
し
て
残
っ
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
訪
問
記
に
は
、
若
い
俳
句
作
家
と
し
て

の
千
空
さ
ん
の
、
師
で
あ
る
も
う
一
人
の
若
い
俳
人
を
見

つ
め
、
問
い
か
け
る
鋭
い
眼
差
し
が
非
常
に
印
象
的
で
す
。

そ
れ
は
、
特
に
「
あ
な
た
は
此
の
頃
す
こ
し
焦
っ
て
を
る

よ
う
で
す
」
と
い
う
父
の
指
摘
を
め
ぐ
っ
て
の
と
こ
ろ
に

特
に
見
ら
れ
ま
す
。
そ
の
時
、
父
は
自
分
自
身
の
ス
ラ
ン

プ
と
そ
れ
か
ら
の
脱
出
に
つ
い
て
語
っ
て
「
意
識
し
た
と

こ
ろ
か
ら
作
品
を
出
発
さ
せ
な
い
よ
う
に
」、「
只
今
の
先

生
は
、
あ
る
詩
感
の
ひ
ら
め
き
が
来
る
と
、
そ
の
対
象
か

ら
動
か
ず
、
そ
の
場
で
作
品
を
ま
と
め
て
し
ま
う
方
式
を

と
っ
て
い
る
の
だ
そ
う
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
、
私
が
『
わ
が
父
・
草
田
男
』
に
も
記
し
た
、
残

さ
れ
た
父
の
句
帳
の
変
化
と
も
呼
応
し
て
い
ま
す
。
ホ
ト

ト
ギ
ス
時
代
の
、
特
に
初
期
の
句
帳
で
は
、
下
五
字
が
何

度
も
書
き
換
え
ら
れ
た
り
、
推
敲
の
跡
が
見
ら
れ
る
の
で

す
が
、
戦
後
の
句
帖
は
、
ほ
ぼ
推
敲
が
な
く
、
一
気
に
記

さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
萬
緑
創
刊
時
代
の
「
芸
と

文
学
の
総
合
」
と
い
う
主
張
か
ら
す
る
と
、
ホ
ト
ト
ギ
ス

時
代
は
、
ま
だ
両
者
が
分
離
し
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、

戦
後
は
句
作
に
お
い
て
生
き
た
総
合
が
成
立
し
た
と
こ
ろ

が
あ
る
と
も
言
え
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
母
が
、

作
品
を
ど
ん
ど
ん
発
表
し
な
い
と
俳
壇
に
出
る
時
期
が
お

く
れ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
、
と
懸
念
を
表
明
し
た
時
の
千
空

さ
ん
の
ム
ッ
と
し
た
反
応
は
、
千
空
さ
ん
ら
し
い
「
じ
ょ
っ

ぱ
り
」
が
出
て
い
て
微
笑
ま
し
く
思
い
ま
し
た
。

『
訪
問
記
』
で
も
『
同
行
記
』
で
も
、
千
空
さ
ん
が
、

父
の
中
に
、
作
家
と
い
う
も
の
に
避
け
が
た
い
孤
独
と
重

荷
を
見
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
も
印
象
的
で
す
。
そ
れ
は
、

こ
の
後
、
千
空
さ
ん
自
身
が
生
涯
引
き
受
け
て
生
き
て
い

か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

成
田
千
空
研
究
会
の
発
足
と
「
千
空
研
究
」
の
刊
行
は
、

市
子
さ
ん
に
と
っ
て
も
う
れ
し
い
出
来
事
で
い
ら
っ
し
ゃ

る
と
思
い
ま
す
。
ご
無
沙
汰
し
て
お
り
ま
す
が
、
市
子
さ

ん
に
も
く
れ
ぐ
れ
も
宜
し
く
お
伝
え
下
さ
い
ま
せ
。

中
村
弓
子
さ
ん
は
草
田
男
先
生
の
三
女
で
、『
萬
緑
』
発

行
人
。
お
茶
の
水
女
子
大
学
名
誉
教
授
（
哲
学
者
、
フ
ラ

ン
ス
文
学
者
）。『
わ
が
父
・
草
田
男
』（
み
す
ず
書
房
）
の

著
作
が
あ
り
ま
す
。

佐
々
木
あ
て
私
信
で
す
が
、
特
に
お
許
し
を
頂
い
て
掲
載

し
ま
し
た
。

【
千
空
点
描
】

鉛
筆
と
消
し
ゴ
ム

千
空
さ
ん
は
、
手
書
き
派
で
あ
る
。
そ
れ
も
万
年

筆
で
は
な
く
鉛
筆
を
愛
用
し
て
い
た
。

そ
れ
ま
で
は
ボ
ー
ル
ペ
ン
な
ど
使
っ
て
い
た
よ
う

で
、「
原
稿
を
書
く
と
手
首
が
痛
い
」
と
言
う
。

昔
の
新
聞
記
者
は
ザ
ラ
紙
に
鉛
筆
で
原
稿
を
書
い

た
。
１
ダ
ー
ス
の
鉛
筆
を
削
り
芯
が
太
く
な
っ
た
ら

取
り
替
え
て
書
く
。
そ
れ
が
一
番
疲
れ
な
い
。
２
Ｂ

で
は
滑
り
が
悪
い
し
、
４
Ｂ
で
は
芯
の
減
り
が
早
い

の
で
３
Ｂ
を
使
っ
て
い
た
。

千
空
さ
ん
に
鉛
筆
で
書
く
こ
と
を
勧
め
、
後
で
鉛

筆
と
消
し
ゴ
ム
、
鉛
筆
削
り
を
持
っ
て
い
っ
た
。

以
来
、
20
年
ほ
ど
鉛
筆
で
原
稿
を
書
き
続
け
た
。

そ
の
文
字
は
柔
ら
か
く
優
し
く
、
千
空
さ
ん
の
人
柄

を
表
し
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

ふ
か
う
ら
文
学
館
千
空
の
間
に
は
、
ち
び
た
鉛
筆

と
消
し
ゴ
ム
、
鉛
筆
削
り
が
置
い
て
あ
る
。	

〈
佐
〉

稿
嗣
ぐ
や
時
雨
残
り
の
虹
の
色	

（
白
光
）
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回
想
の
成
田
千
空

草

田
男

句
の

二

重

性

泉

　風
信
子

　五
所
川
原
市
の
菊
ヶ
丘
運
動
公
園
に
県
内
で
二
基
目
の

中
村
草
田
男
句
碑
が
建
立
さ
れ
た
の
は
、
平
成
十
四
年
十

一
月
四
日
で
あ
る
。
草
田
男
の
戦
後
の
代
表
句
「
炎
熱
や

勝
利
の
如
き
地
の
明
る
さ
」
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
公

園
に
は
成
田
千
空
さ
ん
の
「
大
粒
の
雨
降
る
青
田
母
の
く

に
」
の
句
碑
が
あ
り
、
師
の
草
田
男
が
灼
熱
の
太
陽
を
詠

ん
だ
の
に
対
し
て
、
千
空
さ
ん
は
大
地
へ
の
恵
み
の
雨
を

詠
み
、「
動
と
静
」
の
対
を
な
す
よ
う
な
師
弟
の
句
碑
と

し
て
語
り
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　除
幕
式
の
当
日
は
五
所
川
原
地
域
は
初
霰
の
叩
き
つ
け

る
寒
い
日
だ
っ
た
が
、
挨
拶
に
立
っ
た
千
空
さ
ん
は
「
炎

熱
の
句
碑
に
霰
が
降
る
と
い
う
の
も
奇
遇
で
す
が
、
師
の

句
も
私
の
句
も
共
に
昭
和
二
十
二
年
、
草
田
男
が
四
十
五

歳
、
私
が
二
十
五
歳
の
時
の
も
の
で
す
。
先
生
の
句
は
風

土
を
超
え
た
太
陽
、
つ
ま
り
生
命
で
あ
り
根
源
で
す
。
こ

の
二
つ
の
句
碑
が
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て
俳
句
の
新
し
い
発
信

源
に
な
り
、
日
本
の
中
心
に
な
れ
ば
と
願
う
も
の
で
す
。

従
っ
て
、
私
自
身
と
し
て
も
、
俳
句
の
芸
と
文
学
の
問
題

を
追
求
す
る
た
め
に
も
八
十
一
歳
、
も
う
少
し
生
き
て
い

き
ま
す
」
と
毅
然
と
し
た
態
度
を
言
葉
に
し
た
。

　ま
た
草
田
男
の
三
女
で
俳
誌
『
萬
綠
』
発
行
人
の
中
村

弓
子
さ
ん
は
「
八
十
歳
の
頃
の
父
は
さ
す
が
に
老
衰
状
態

で
し
た
が
、
口
を
開
け
ば
青
年
で
し
た
。
萬
綠
の
中
核
は

青
年
で
あ
り
、
娯
楽
で
な
い
俳
句
を
常
に
求
め
て
い
る
姿

勢
で
し
た
」
と
語
る
。

　成
田
千
空
さ
ん
と
親
交
の
深
い
文
芸
評
論
家
の
小
野
正

文
さ
ん
は
「
二
つ
の
句
の
根
底
に
は
〝
国
破
れ
て
山
河
あ

り
〟
が
あ
る
。
草
田
男
が
詠
ん
で
千
空
が
応
え
る
、
そ
ん

な
句
碑
で
す
」
と
前
置
き
し
て

　
　師
弟
句
碑
呼
応
す
津
軽
雪
間
近
か	

斧

　
　稜

と
祝
句
を
添
え
た
。

　成
田
千
空
と
い
う
俳
人
に
と
っ
て
中
村
草
田
男
は
ど
ん

な
存
在
な
の
か
。
あ
ら
た
め
て
興
味
を
深
く
し
た
瞬
間

だ
っ
た
。
除
幕
式
の
合
い
間
に
弓
子
さ
ん
た
ち
と
芦
野
公

園
を
散
策
、
太
宰
文
学
碑
な
ど
訪
れ
る
時
間
が
あ
っ
た
。

小
野
正
文
先
生
と
福
士
光
生
さ
ん
ら
と
案
内
役
を
務
め
た
。

俳
号
の
話
に
な
っ
た
。

「

　
　千
空
は
本
名
の
力
を
分
解
し
て
音
読
み
に
し
た
も

の
で
、
病
気
が
ち
だ
っ
た
無
力
さ
で
本
名
の
ち
か
ら

（
力
）
は
重
荷
だ
っ
た
ら
し
い
」
か
ら
「
草
田
男
」
の
由

来
に
及
ん
だ
。
弓
子
さ
ん
は
、
学
生
時
代
の
一
時
期
神
経

衰
弱
に
な
っ
た
草
田
男
が
、
親
戚
の
ひ
と
り
か
ら
「
お
前

は
腐
っ
た
男
だ
」
と
面
罵
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
自
戒
と
発

奮
か
ら
訓
読
み
と
音
読
み
で
表
す
「
草
田
男
」
を
俳
号
に

し
た
と
由
来
を
語
っ
て
い
た
。
俳
号
の
影
に
〝
自
分
か
ら

の
脱
却
〟
と
い
う
草
田
男
と
千
空
さ
ん
の
共
通
点
を
見
た

思
い
だ
っ
た
。
そ
し
て
何
よ
り
も
千
空
さ
ん
が
『
萬
綠
』

に
入
門
し
た
と
い
う
よ
り
、
中
村
草
田
男
に
入
門
し
た
と

い
う
真
意
。「
萬
綠
の
目
的
は
中
村
草
田
男
の
研
究
に
あ

る
」
を
裏
打
ち
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
だ
っ
た
。

　中
村
草
田
男
が
目
指
し
た
俳
句
は
二
重
性
の
世
界
だ
と

定
義
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
松
山
中
学
時
代
の
大
正
七
年
以

後
の
強
度
の
神
経
衰
弱
か
ら
晒
さ
れ
る
〝
生
き
る
こ
と
へ

の
不
安
〟
が
、
こ
の
世
は
計
り
切
れ
な
い
不
思
議
な
二
重

の
世
界
で
迫
っ
て
く
る
と
受
け
と
め
て
い
た
と
言
う
。
そ

れ
が
俳
句
に
生
か
さ
れ
た
。
草
田
男
は
『
俳
句
実
習
と

私
』
の
中
で
、

　
　（

俳
句
に
は
）
季
題
を
中
心
と
す
る
あ
ら
わ
に

表
現
さ
れ
た
有
形
の
現
象
界
と
、
そ
の
背
後
に
感
得

さ
れ
る
べ
く
暗
示
さ
れ
て
い
る
無
形
の
領
域
の
二
重

性
の
世
界
が
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
二
重
性
に
千
空
さ
ん
は
惹
か
れ
た
。

昭
和
十
六
年
に
草
田
男
の
「
青
露
変
」
30
句
を
改
造
社
の

除

幕

式

当

日

芦

野

公

園

を

散

策

、

太

宰

碑

の

前

で

。

前

列

中

村

弓

子

さ

ん

。

左

か

ら

筆

者

、

小

野

正

文

さ

ん

、

福

士

光

生

さ

ん

。
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三

ヶ
月

の

師

世
良

啓

初
冬
の
あ
る
日
、
地
方
新
聞
の
文
化
部
の
方
が
学
校
ま

で
訪
ね
て
き
た
こ
と
が
あ
る
。
当
時
ま
だ
私
は
高
校
の
教

員
だ
っ
た
。
会
議
室
の
窓
の
外
の
す
っ
き
り
し
た
青
空
は

ど
こ
ま
で
も
高
く
広
が
っ
て
い
た
。
落
葉
を
終
え
た
か

ら
っ
ぽ
の
木
々
の
枝
が
小
春
日
に
揺
れ
て
い
る
。

「
…
…
と
い
う
わ
け
で
、
書
い
て
頂
け
ま
す
か
？

テ
ー

マ
は
何
で
も
い
い
の
で
」
と
言
わ
れ
、
そ
れ
な
ら
千
空
さ

ん
の
こ
と
を
書
こ
う
、
と
思
っ
て
私
は
う
な
ず
い
た
。
新

聞
に
本
格
的
に
エ
ッ
セ
イ
を
書
く
の
は
初
め
て
だ
っ
た
。

春
に
な
っ
た
ら
、
と
私
は
空
を
見
な
が
ら
ぼ
ん
や
り
思

う
。
ま
っ
先
に
千
空
さ
ん
に
会
い
に
行
こ
う
。
千
空
さ
ん

に
聞
き
た
い
こ
と
な
ら
山
ほ
ど
あ
っ
た
が
、
多
忙
を
極
め

た
教
員
生
活
の
中
で
は
、
ゆ
っ
く
り
お
話
を
伺
う
時
間
な

ど
到
底
叶
わ
ぬ
夢
だ
っ
た
。
二
〇
〇
七
年
十
一
月
十
七
日
。

こ
の
日
の
朝
、
私
は
来
春
退
職
す
る
こ
と
を
校
長
に
告
げ

た
ば
か
り
だ
っ
た
。

翌
日
、
俳
人
・
成
田
千
空
の
訃
報
を
新
聞
で
知
る
こ
と

に
な
る
。
間
に
合
わ
な
か
っ
た
。
愕
然
と
し
た
。

そ
の
後
新
聞
に
「
千
空
さ
ん
に
俳
句
を
な
ら
う
」
を
書

い
た
。
追
悼
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

千
空
さ
ん
の
命
日
と
な
っ
た
あ
の
日
の
初
冬
の
青
空
は

胸
に
痛
く
深
く
刻
ま
れ
た
。

も
し
千
空
さ
ん
に
出
会
わ
な
け
れ
ば
、
私
は
世
界
に
文

学
な
ど
別
に
必
要
な
い
と
思
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
太
宰
治

と
寺
山
修
司
の
こ
と
も
勝
手
に
誤
解
し
て
近
寄
ら
な
い
ま

ま
だ
っ
た
。
特
に
寺
山
修
司
は
。

「
寺
山
は
前
衛
イ
メ
ー
ジ
が
先
行
し
て
、
ど
う
も
青
森
で

は
評
判
よ
く
な
い
け
ど
、
ほ
ん
と
に
真
面
目
で
熱
心
な
高

校
生
だ
っ
た
ん
で
す
。
毎
日
毎
日
大
学
ノ
ー
ト
に
も
の
す

ご
い
数
の
俳
句
を
作
っ
て
く
る
ん
だ
か
ら
。
努
力
家
で
、

句
会
で
も
非
常
に
礼
儀
正
し
か
っ
た
。
私
も
彼
に
俳
句
を
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【
歳
時
記
に
採
ら
れ
た
千
空
句
】
③

　
　世
界
自
然
遺
産
白
神
山
地
『

俳

句

歳

時

記

』

春

　
　堅
雪

　
　
　
　堅
雪
に
鳥
獣
の
糞
山
泰
し

　
　
　畦
焼
く

　
　
　畦
を
焼
く
煙
相
打
ち
棚
田
な
り

　
　
　下
萌

　
　
　
　人
く
さ
き
鈍
行
列
車
草
萌
ゆ
る

夏

　
　清
水

　
　
　
　白
神
の
い
の
ち
の
清
水
は
ら
わ
た
に

　
　
　蜥
蜴

　
　
　
　か
な
へ
び
の
沢
の
隠
れ
身
ま
た
光
る

　
　
　蛇
衣
を
脱
ぐ

　青
蛇
の
蛻
の
彼
方
山
又
山

　
　
　翡
翠

　
　
　
　か
わ
せ
み
の
紫
紺
一
閃
よ
き
日
な
れ

　
　
　蟻

　
　
　
　
　蟻
ひ
た
に
汝
も
津
軽
生
ま
れ
か
な

　
　
　青
葉

　
　
　
　緑
さ
し
わ
が
揺
り
か
ご
の
五
能
線

　
　
　萬
緑

　
　
　
　万
緑
や
目
屋
人
形
は
み
な
乙
女

　
　
　馬
鈴
薯
の
花

　高
嶺
見
え
む
ら
さ
き
勇
む
薯
の
花

秋

　
　行
く
秋

　
　
　秋
果
つ
る
波
の
阿
修
羅
の
五
能
線

　
　
　き
り
た
ん
ぽ

　海
や
ま
の
夜
を
た
つ
ぷ
り
と
き
り
た
ん
ぽ

　
　
　新
藁

　
　
　
　今
年
藁
焼
き
尽
く
し
た
り
波
迫
る

　
　
　鶺
鴒

　
　
　
　岩
千
畳
鶺
鴒
よ
ぎ
り
塵
も
な
し

　
　
　落
鮎

　
　
　
　鮎
落
ち
て
な
ほ
山
川
の
ち
か
ら
見
ゆ

　
　
　鮭

　
　
　
　
　川
石
の
流
転
の
丸
み
鮭
の
ぼ
る

　
　
　紫
式
部

　
　
　実
む
ら
さ
き
七
重
の
丘
を
来
し
方
に

冬

　
　短
日

　
　
　
　日
短
か
や
土
の
色
し
て
藁
の
屋
根

　
　
　雪
晴

　
　
　
　雪
晴
の
天
地
の
身
近
か
に
山
鴉

　
　
　氷
柱

　
　
　
　風
浪
の
い
た
み
は
胸
に
崖
つ
ら
ら

　
　
　波
の
花

　
　
　
舞
ひ
波
の
花
と
ぶ
墳
墓
か
な

　
　
　鷲

　
　
　
　
　黒
松
に
こ
も
る
海
鳴
り
尾
白
鷲

新
年

　淑
気

　
　
　
　岩
ば
し
る
水
も
淑
気
の
奥
の
村

　
　
　福
寿
草

　
　
　海
や
ま
の
日
を
法
楽
の
福
寿
草

　
　＊
秋
の
扉
裏
に
千
空
の
文
「
神
聖
な
山
地
」
が
あ
る
。

発
行

　２
０
０
４
年
12
月
６
日

定
価

　３
１
５
０
円
（
税
込
み
）

編
者

　草
野
力
丸

発
行

　青
森
県
深
浦
町

判
型

　

170

×180

㍉
、
並
製
、395

㌻
。

『
俳
句
研
究
』
で
読
み
〈
汝
等
老
い
た
り
虹
に
頭づ

挙
げ
ぬ

山
羊
な
る
か
〉
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
俳
句
と
違
う
文
学
と

し
て
、
詩
と
し
て
の
魅
力
と
燃
え
る
よ
う
や
野
性
を
感
じ

た
と
言
う
。
昭
和
二
十
一
年
十
月
、
草
田
男
が
主
宰
誌

『
萬
綠
』
を
創
刊
す
る
と
千
空
さ
ん
は
迷
う
こ
と
な
く
入

会
、
翌
二
十
二
年
十
一
月
号
の
『
萬
綠
』
に
代
表
句
と
も

言
う
べ
き
、

大
粒
の
雨
降
る
青
田
母
の
故く

に郷

を
発
表
し
て
い
る
。
二
十
五
歳
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は

「
炎
熱
の
句
碑
」
の
除
幕
式
の
席
上
で
千
空
さ
ん
は
述
べ

て
い
る
が
、
碑
文
選
定
の
経
緯
に
も
、
千
空
さ
ん
は
草
田

男
の
「
勝
利
」
に
対
す
る
考
え
方
の
二
重
性
と
い
の
ち
の

根
源
を
見
て
い
た
よ
う
だ
。「
大
ら
か
な
一
句
で
す
」
が

感
想
だ
っ
た
。

灼
熱
の
太
陽
を
詠
ん
だ
「
炎
熱
…
…
」
句
は
、
昭
和
二

十
二
年
の
夏
、
当
時
勤
務
先
の
成
蹊
学
園
の
寮
か
ら
見
渡

せ
る
道
路
を
隔
て
た
真
昼
の
野
面
を
題
材
に
し
た
も
の
だ

が
、
草
田
男
は
〈
自
句
自
解
〉
で
、

「
勝
利
」
を
口
に
の
ぼ
し
得
る
可
能
性
が
絶
無

で
あ
る
歴
史
的
段
階
が
、
却
っ
て
私
を
し
て
そ
の
語

を
叫
ば
し
め
た
と
い
え
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
敗
戦
に
ま
み
れ
て
、
日
本
人
全
体
が
覇

気
を
失
な
っ
て
い
た
時
代
。
そ
の
中
で
〈
勝
利
の
如
き
〉

と
昂
然
と
詠
み
切
っ
た
、
勝
利
に
対
す
る
二
重
性
の
一
句

は
、
今
考
え
て
も
目
を
覚
ま
さ
せ
る
よ
う
な
痛
快
さ
が
あ

る
。師

弟
碑
が
建
立
さ
れ
て
か
ら
十
三
年

。
わ
れ
わ
れ

俳
句
に
携
わ
る
者
は
千
空
さ
ん
の
思
い
を
伝
え
て
行
く
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
県
俳
句
懇
話
会
副
会
長
、
此
岸
俳
句
会
代
表
／
弘
前
市
）
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教
え
た
の
。
す
ご
く
上
手
く
て
ね
。
ち
ょ
っ
と
模
倣
は
気

に
な
っ
た
け
ど
、
本
歌
取
り
と
い
う
伝
統
も
あ
る
。
短
歌

新
人
賞
を
と
っ
た
と
き
に
盗
作
だ
と
か
い
じ
め
ら
れ
た
け

ど
あ
れ
は
違
う
。
若
す
ぎ
る
受
賞
に
み
ん
な
嫉
妬
し
た
ん

だ
ね
。
本
物
だ
っ
た
な
あ
、
あ
の
才
能
は
。」

　津
軽
弁
の
早
口
で
暖
か
く
語
る
千
空
さ
ん
の
お
話
を
、

一
九
九
八
年
、
五
所
川
原
高
校
で
の
講
演
会
で
聞
い
た
。

当
時
あ
の
蛇
笏
賞
を
受
賞
し
た
ば
か
り
の
千
空
さ
ん
は
ま

さ
に
時
の
人
だ
っ
た
。
し
か
し
全
く
偉
ぶ
る
と
こ
ろ
も
な

く
、
高
校
生
に
対
等
に
俳
句
を
説
く
千
空
さ
ん
の
素
朴
で

誠
実
な
姿
は
強
く
印
象
に
残
っ
た
。

　そ
の
四
年
後
、
育
児
休
業
も
あ
と
残
り
三
ヶ
月
と
い
う

十
月
、
私
は
思
い
切
っ
て
弘
前
Ｎ
Ｈ
Ｋ
カ
ル
チ
ャ
ー
講
座

の
俳
句
教
室
に
申
し
込
ん
で
い
た
。
講
師
が
千
空
さ
ん

だ
っ
た
の
だ
。

　受
付
嬢
は
困
っ
た
顔
を
し
た
。
ベ
テ
ラ
ン
の
方
ば
か
り

だ
か
ら
初
心
者
の
方
は
ど
う
か
し
ら
、
と
言
う
。
見
学
で

い
い
と
言
う
と
安
心
し
た
よ
う
に
千
空
さ
ん
に
紹
介
し
て

く
れ
た
。

　鉛
筆
片
手
に
、
投
句
用
紙
の
分
厚
い
束
に
高
速
で
眼
を

通
し
て
い
た
千
空
さ
ん
は
顔
を
あ
げ
、
私
に
「
じ
ゃ
す
ぐ

つ
く
っ
て
。
ほ
ん
と
は
三
句
だ
け
ど
、
ひ
と
つ
で
も
い
い

か
ら
」
と
言
っ
た
。

　私
は
驚
い
た
。
無
理
で
す
、
つ
く
っ
た
こ
と
無
い
し
、

今
日
は
見
学
で
、
と
言
っ
て
も
「
い
い
か
ら
、
さ
、
早

く
」
と
笑
っ
て
取
り
合
わ
な
い
。
観
念
し
て
私
は
急
い
で

二
句
つ
く
っ
て
渡
し
た
。

　千
空
さ
ん
の
句
会
は
思
っ
て
い
た
も
の
と
は
ま
る
で

違
っ
て
い
た
。
集
ま
っ
た
人
た
ち
は
、
年
齢
も
性
別
も
職

業
も
感
性
も
何
も
か
も
違
う
。
た
だ
句
を
つ
く
る
と
い
う

共
通
項
が
あ
る
だ
け
で
、
千
空
さ
ん
で
さ
え
一
人
の
投
句

者
で
し
か
な
か
っ
た
。
何
の
敷
居
も
な
い
。
各
人
が
俳
句

を
互
い
に
よ
み
合
い
、
言
葉
を
通
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
角
度

か
ら
熱
く
語
り
あ
う
。
句
は
容
赦
な
し
の
言
い
た
い
放
題
。

だ
が
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
場
で
は
誰
も
が
尊
重
さ
れ
平
等

だ
っ
た
。
語
ら
い
な
が
ら
知
は
深
ま
り
、
心
が
交
わ
さ
れ

た
。
座
と
は
こ
う
い
う
こ
と
か
。
私
は
す
ぐ
に
俳
句
に
夢

中
に
な
っ
た
。
そ
し
て
だ
ん
だ
ん
言
葉
と
心
と
社
会
や
世

界
と
の
繋
が
り
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
い

い
俳
句
を
つ
く
り
た
か
っ
た
ら
、
芝
居
と
か
映
画
と
か
小

説
と
か
絵
画
と
か
音
楽
と
か
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
た
く
さ

ん
勉
強
し
な
さ
い
。
自
然
の
風
景
も
、
こ
の
世
の
中
も
、

そ
の
眼
で
よ
く
見
て
、
自
分
で
感
じ
る
こ
と
だ
、
俳
句
は

一
人
称
の
文
学
な
の
だ
か
ら
」
と
千
空
さ
ん
は
語
っ
た
。

国
語
教
師
を
何
年
続
け
て
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
文
学
と
い

う
大
き
な
扉
を
開
く
大
切
な
鍵
を
、
私
は
そ
の
時
、
千
空

さ
ん
に
い
た
だ
い
た
。

　翌
十
一
月
、
た
ま
た
ま
五
所
川
原
で
行
わ
れ
た
中
村
草

田
男
文
学
碑
の
除
幕
式
に
も
誘
っ
て
い
た
だ
い
た
。
千
空

さ
ん
の
呼
び
か
け
で
、
先
に
あ
る
千
空
碑
の
隣
に
、
師
の

草
田
男
碑
を
並
べ
て
建
て
る
と
い
う
、
全
国
で
も
珍
し
い

師
弟
碑
だ
っ
た
。「
師
と
は
何
か
。
年
を
と
れ
ば
と
る
ほ

ど
、
そ
の
こ
と
を
深
く
思
う
ん
だ
」
と
、
千
空
さ
ん
は
ぽ

つ
り
と
言
っ
た
。

　で
も
育
児
休
業
が
終
わ
る
と
私
は
学
校
に
戻
ら
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
千
空
さ
ん
か
ら
俳
句
を
続
け
る
よ
う
に
と

お
手
紙
ま
で
い
た
だ
い
た
の
に
、
寺
山
修
司
の
お
話
も
聞

か
せ
て
い
た
だ
く
は
ず
だ
っ
た
の
に
、
果
た
せ
な
か
っ
た

こ
と
、
悔
や
ん
で
も
悔
や
み
き
れ
な
い
。

　俳
句
と
は
、
文
学
と
は
、
つ
ま
り
生
き
る
こ
と
な
の

だ
っ
た
。
こ
の
世
に
起
き
る
こ
と
す
べ
て
か
ら
眼
を
そ
ら

さ
ず
、
し
っ
か
り
見
聞
き
し
感
じ
て
生
き
る
こ
と
。
本
当

の
言
葉
は
そ
こ
か
ら
し
か
生
ま
れ
な
い
。
文
学
と
は
、
た

ぶ
ん
人
や
世
界
を
理
解
し
、
愛
す
る
た
め
に
あ
る
。
た
っ

た
三
ヶ
月
だ
っ
た
が
、
そ
れ
が
師
・
成
田
千
空
か
ら
私
が

学
ん
だ
こ
と
だ
。
高
校
生
の
寺
山
修
司
も
ま
た
、
そ
の
こ

と
を
千
空
さ
ん
か
ら
学
ん
で
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

	

（
第
１
回
東
奥
文
学
賞
受
賞
／
藤
崎
町
）
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∽
∽
∽

【

作

品

鑑

賞
を

読
む
】

②

　
　
春

な

れ

や

人

来

て

岩

の

秀
ほ

に

出

づ

る

　大
岡
信
「
折
々
の
う
た
」
は
、『
朝
日
新
聞
』
第
１
面

の
名
物
コ
ラ
ム
。
同
社
１
０
０
周
年
を
記
念
し
１
９
７
９

年
（
昭
和
54
）
に
始
ま
り
、
短
歌
・
俳
句
・
漢
詩
・
川
柳
・

近
現
代
詩
・
歌
謡
の
な
か
か
ら
、
毎
日
１
つ
を
と
り
あ
げ

る
と
い
う
企
画
。
好
評
を
博
し
た
の
で
、
休
載
を
は
さ
ん

で
６
７
０
０
回
余
り
も
続
き
、
岩
波
新
書
に
も
な
っ
た
。

　解
説
文
１
８
０
字
以
内
と
い
う
制
約
の
な
か
で
、
こ
れ

だ
け
の
表
現
が
で
き
の
は
詩
人
の
面
目
躍
如
。

　こ
れ
は
１
９
８
９
年
（
昭
和
59
）
３
月
４
日
の
掲
載
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　＊

　『
人
日
』（
昭
六
三
）
所
収
。
青
空
に
そ
び
え
立
つ
よ
う

な
大
岩
。
そ
の
頂
（「
秀
」）
に
人
が
ふ
と
現
れ
た
。
た
だ

そ
れ
だ
け
の
情
景
だ
が
、「
春
な
れ
や
」
が
こ
の
句
を
大

き
く
包
ん
で
爽
快
な
画
面
に
し
て
い
る
。
津
軽
の
俳
人
。

「
鷹
ゆ
け
り
風
が
あ
ふ
れ
て
野
積
み
藁
」「
女
児
（
を
み
な
ご
）

の
ひ
と
り
遊
び
は
雪
を
摘
む
」「
郭
公
鳴
く
眠
り
の
奥
の

戸
が
開
い
て
」「
手
袋
の
穴
か
ら
指
が
出
て
お
の
れ
」。
そ

れ
ぞ
れ
の
句
に
ど
っ
し
り
と
し
た
明
確
な
風
土
色
が
あ
る
。	

	

（
大

岡

　信
）
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父

・

米

田
一

穂
と

千
空

～

青
森

萬

緑
会

通

信

句

会

誌

「

未

来

」

を

中

心

と

し

て


～

米

田

省

三

時
間
は
少
し
前
に
戻
る
が
、
昭
和
三
十
三
年
八
月
、
萬

緑
全
国
大
会
を
青
森
県
で
開
催
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
県

内
の
萬
緑
人
は
そ
の
準
備
に
大
わ
ら
わ
、
そ
し
て
ま
た
大

盛
会
裏
に
終
わ
ら
せ
た
い
と
い
う
思
い
は
、
例
え
ば
、

「
未
来
」
三
十
三
集
の
「
あ
と
が
き
」
に
記
し
た
、「
会
員

各
位
の
参
加
は
当
然
の
事
と
思
う
が
、
知
友
を
誘
わ
れ
て
、

盛
会
に
し
て
貰
い
た
い
。
少
な
く
と
も
地
元
か
ら
百
名
以

上
出
席
し
な
け
れ
ば
「
萬
緑
青
森
」
の
名
折
れ
に
な
る
と

思
う
」
と
い
う
記
述
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
大
会
は
八
月

三
日
か
ら
五
日
ま
で
で
あ
っ
た
が
、
前
日
二
日
は
い
わ
ゆ

る
前
夜
祭
、
懇
談
会
と
い
う
こ
と
で
浅
虫
の
汐
の
湯
旅
館

で
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
会
に
は
、
草
田
男
が
来
青
す
る

と
い
う
の
で
、
八
戸
か
ら
加
藤
憲
曠
、
豊
山
千
蔭
、
村
上

し
ゅ
ら
と
い
う
県
内
を
代
表
す
る
俳
人
が
参
加
し
た
。
席

上
、
ス
ラ
ン
プ
と
い
う
こ
と
が
話
題
に
な
り
、
草
田
男
か

ら
「
ス
ラ
ン
プ
だ
か
ら
と
い
っ
て
作
句
を
休
ん
で
は
な
ら

な
い
。
絶
え
ず
作
句
し
て
い
な
け
れ
ば
壁
を
破
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
大
家
連
は
技
巧
で
乗
り
切
ろ
う
と
す
る
が
、

そ
れ
で
は
地
肌
を
荒
ら
し
て
し
ま
い
取
り
返
し
の
つ
か
な

い
こ
と
に
な
る
。」
と
い
う
よ
う
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
得
た
。

（「
未
来
」
三
十
三
集
「
あ
と
が
き
」）
ま
た
、
宴
会
後
の
深
夜

ま
で
、「
萬
緑
」
に
投
句
さ
れ
た
句
稿
を
繰
り
返
し
繰
り

返
し
読
み
直
し
て
選
を
し
、
添
削
し
て
い
た
草
田
男
の
真

摯
な
態
度
に
は
、
涙
が
出
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
一
穂
は

「
萬
緑
全
国
大
会
の
記
」（「
萬
緑
」
昭
和
三
十
三
年
十
月
号
）

で
述
べ
て
い
る
。

本
大
会
は
、
参
加
者
一
五
一
名
、
地
元
か
ら
は
一
〇
四

名
の
参
加
で
、
萬
緑
青
森
支
部
の
面
目
を
保
つ
こ
と
が
で

き
た
。
本
県
で
は
初
の
中
央
誌
の
大
会
で
、
し
か
も
草
田

男
が
来
る
と
い
う
の
で
、
他
結
社
か
ら
の
参
加
も
多
か
っ

た
。
八
月
三
日
は
、
青
森
市
の
自
治
会
館
を
会
場
と
し
、

司
会
は
千
空
で
、
午
前
中
が
主
宰
者
挨
拶
、
萬
緑
賞
等
の

授
賞
式
、
俳
句
会
。
午
後
は
川
門
清
明
、
香
西
照
雄
の
講

演
に
続
き
、
草
田
男
の
「
中
庸
な
ら
ぬ
中
庸
の
道
」
と
題

す
る
講
演
。
例
に
よ
っ
て
熱
弁
は
時
間
を
忘
れ
、
三
十
分

以
上
も
オ
ー
バ
ー
し
た
。
語
る
べ
き
こ
と
を
語
り
尽
く
さ

な
け
れ
ば
、
た
と
え
時
間
に
制
限
が
あ
っ
て
も
敢
え
て
そ

れ
を
無
視
と
い
う
か
、
忘
れ
去
っ
て
し
ま
う
の
が
草
田
男

の
流
儀
で
あ
っ
た
。
時
間
に
無
頓
着
と
い
う
よ
り
は
、
こ

れ
が
草
田
男
の
誠
意
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
夜
は
八
甲

荘
で
座
談
会
、
大
阪
萬
緑
一
行
の
草
田
男
俳
句
劇
で
大
い

に
沸
い
た
。
翌
四
日
は
吟
行
で
川
口
爽
郎
の
案
内
で
八
甲

田
山
酸
ヶ
湯
温
泉
か
ら
奥
入
瀬
渓
流
、
十
和
田
湖
経
由
で

吉
川
英
治
ゆ
か
り
の
温
川
温
泉
へ
。
草
田
男
は
、
既
に
十

和
田
湖
奥
入
瀬
は
昭
和
二
十
六
年
に
訪
ね
て
お
り
、
そ
の

時
も
千
空
、
爽
郎
が
案
内
し
て
い
た
が
、
今
回
の
温
川
温

泉
は
初
め
て
で
あ
る
。
わ
ず
か
三
軒
ば
か
り
の
温
泉
が
あ

る
と
こ
ろ
で
、
電
灯
は
無
し
。
ラ
ン
プ
で
夜
を
過
ご
す
こ

と
に
な
る
が
、
当
世
人
気
の
露
天
風
呂
も
あ
り
、
風
狂
の

士
に
と
っ
て
は
、
格
好
の
宿
泊
地
で
あ
っ
た
。
最
終
日
は

弘
前
市
内
吟
行
で
解
散
と
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
も
弘
前
駅

か
ら
馬
車
に
乗
っ
て
弘
前
城
ま
で
行
く
と
い
う
幸
運
に
巡

り
会
え
た
と
い
う
。
都
会
か
ら
来
た
俳
人
達
に
と
っ
て
は

さ
ぞ
か
し
ロ
ー
カ
ル
な
感
を
抱
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ

が
昭
和
三
十
三
年
頃
の
当
地
で
あ
っ
た
の
だ
。

こ
の
全
国
大
会
後
、
県
内
萬
緑
重
鎮
川
口
爽
郎
は
、
作

句
意
欲
が
も
り
も
り
湧
い
て
き
た
と
「
未
来
」
の
会
員
消

息
で
述
べ
て
い
る
が
、
当
地
の
萬
緑
人
の
み
な
ら
ず
、
県

内
の
俳
人
に
と
っ
て
も
、
得
た
も
の
は
大
き
か
っ
た
に
違

い
な
い
。
ま
た
一
穂
は
、
草
田
男
の
数
々
の
奇
行
（
？
）

に
接
し
、

例
え
ば
、
三
日
の
開
会
式
の
日
に
は
、
会

場
に
は
確
か
に
来
た
の
に
、
式
が
始
ま
る
九
時
に
な
っ
て

も
ど
こ
に
居
る
の
か
分
か
ら
ず
、
よ
う
や
く
三
十
分
く
ら

い
過
ぎ
て
か
ら
両
手
に
金
魚
ね
ぶ
た
を
持
っ
て
現
れ
た
と

い
う
こ
と
。
な
ん
で
も
、
街
で
見
つ
け
て
、
そ
れ
に
気
を

奪
わ
れ
て
い
た
も
の
ら
し
い
の
で
あ
る
。
大
切
そ
う
に
携

え
て
来
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

時
間
を
守
る
と

い
う
こ
と
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
り
、
草
田
男
は
常
人

と
は
異
な
る
行
動
を
と
る
人
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、「
私

は
常
識
的
な
生
活
を
し
て
い
る
の
で
す
よ
」
と
い
う
発
言

を
会
期
中
に
耳
に
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
あ

る
種
の
衝
撃
を
受
け
た
の
は
確
か
で
あ
っ
た
。
自
分
た
ち

凡
人
の
あ
く
せ
く
と
暮
ら
す
日
常
が
情
け
な
く
、
か
つ
ま

た
、
人
間
と
し
て
、
詩
人
と
し
て
生
き
る
そ
の
高
邁
な
在

り
様
を
凡
庸
な
自
分
た
ち
は
理
解
し
得
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
時
間
に
追
わ
れ
、
分
刻
み
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ

な
が
ら
生
き
な
が
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
代
人
に
、

草
田
男
の
在
り
方
は
、
な
に
か
し
ら
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
、
そ
ん
な
思
い
が
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
本
大
会
の
仕
掛
け
人
で
あ
る
千
空
は
、
全
国
の

参
加
者
の
注
目
度
か
ら
、
こ
の
本
州
の
北
端
の
地
は
耕
さ

れ
新
し
い
芽
が
伸
び
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
意
義
を

感
じ
た
と
い
う
（「
萬
緑
全
国
大
会
の
記
」（「
萬
緑
」
昭
和
三

十
三
年
十
月
号
）
。
千
空
は
、
そ
こ
に
、
自
ら
耕
し
、
蒔
い

た
俳
句
の
種
の
成
長
を
見
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
で

あ
っ
た
。
や
が
て
青
森
県
は
俳
句
王
国
と
し
て
、
全
国
注

目
の
的
に
な
る
の
で
あ
る
。

	

（
俳
文
学
会
会
員
／
十
和
田
市
）
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　中
村

草

田
男

来

青

　

　

　

同

行

記

の

記

録

か
ら

西

　谷

　と
も
え

　青
森
文
芸
出
版
か
ら
『
中
村
草
田
男
訪
問
記
』〈
青
森

文
芸
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
②
〉
が
出
版
さ
れ
た
。
千
空
さ
ん
が
、

初
め
て
草
田
男
を
東
京
の
自
宅
に
訪
ね
た
時
の
こ
と
が
、

「
暖
鳥
」
昭
和
25
年
１
月
号
と
、
新
発
見
と
な
る
「
日

記
」
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
他
、
草
田
男
が
昭
和
26
年
８

月
に
来
青
し
た
際
の
「
原
始
の
響
き
―
草
田
男
先
生
同
行

記
」
（「
暖
鳥
」
同
年
11
月
号
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　さ
て
、
千
空
さ
ん
は
こ
ま
め
に
日
記
を
付
け
た
り
メ
モ

を
取
っ
た
り
し
て
い
た
。
日
記
は
終
戦
間
近
な
昭
和
20
年

の
も
の
か
ら
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
メ
モ
は
古
い
も

の
は
藁
半
紙
や
反
故
紙
の
裏
に
、
新
し
い
も
の
だ
と
ル
ー

ズ
リ
ー
フ
や
便
箋
の
類
な
ど
に
も
書
か
れ
て
お
り
、
バ
ラ

バ
ラ
に
な
っ
て
日
付
が
特
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
多
い
。

そ
ん
な
メ
モ
の
中
に
、
厚
紙
の
表
紙
を
付
け
紙
紐
で
綴
じ

た
「
記
録

　千
空
」
と
書
か
れ
た
一
束
が
あ
る
。
中
は
藁

半
紙
11
枚
（
い
ず
れ
も
「
津
軽
詩
話
会
」
の
会
誌
の
反
故
紙
と

思
わ
れ
る
）
、
二
つ
折
り
袋
綴
じ
と
な
っ
て
い
て
、
間
に

藁
半
紙
（
何
種
類
か
の
反
故
紙
）
や
原
稿
用
紙
な
ど
が
31
枚

挟
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
「
原
始
の
響
き
―
草
田
男
先

生
同
行
記
」
の
草
稿
で
あ
り
、
草
田
男
接
待
の
事
務
的
な

記
録
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
時
の
句
を
書
き
留
め
た
も
の
等

で
あ
る
。
今
回
は
こ
の
「
記
録

　千
空
」
を
元
に
草
田
男

と
同
行
し
て
作
っ
た
俳
句
を
紹
介
し
な
が
ら
、
草
田
男
一

行
の
青
森
県
で
の
足
取
り
を
ま
と
め
た
い
と
思
う
。『
俳

句
は
歓
び
の
文
学
』
に
よ
る
と
、
千
空
さ
ん
は
十
和
田
行

き
の
前
夜
、
草
田
男
に
「『
私
は
先
生
と
戦
う
つ
も
り
で

す
』
と
言
っ
て
し
ま
」
っ
た
も
の
の
、「
草
田
男
に
叩
き

の
め
さ
れ
」、「
せ
い
ぜ
い
三
十
句
を
『
暖
鳥
』
に
発
表

し
」
た
が
、「
昭
和
五
十
一
年
に
句
集
『
地
霊
』
を
発
表

し
た
と
き
、
二
十
八
句
を
捨
て
て
、
二
句
だ
け
句
集
に
入

れ
」
た
と
い
う
。

　「
原
始
の
響
き
」
は
八
月
二
十
九
日
の
十
和
田
湖
を
訪

れ
た
と
き
の
記
録
文
で
あ
る
が
、「
記
録

　千
空
」に
は
二

十
五
日
の
草
田
男
を
八
戸
へ
迎
え
に
行
く
と
こ
ろ
が
書
か

れ
て
い
る
。
八
月
二
十
五
日
八
時
三
十
五
分
青
森
発
で
千

空
さ
ん
は
尻
内
駅
（
現
在
の
八
戸
駅
）
へ
向
か
っ
た
よ
う

だ
。
そ
の
時
の
句
が
原
稿
用
紙
（
ダ
イ
ト
製
四
百
字
詰
Ａ

４
・
万
年
筆
書
き
）
に
書
か
れ
、
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
。

（
括
弧
は
ル
ビ
）

　―
八
月
二
十
五
日
草
田
男
先
生
迎
へ
に
尻
内
へ
赴
く

胡
桃
繁
る
裾
も
青
草
師
を
迎
へ
に

「
義
」
は
非
情
秋
の
日
に
欠
く
屋
根
瓦

減
り
込
め
る
轍
の
あ
り
き
泉
あ
り
ぬ

　―
車
中
・
官
吏
あ
り
社
員
あ
り
農
夫
あ
り

扇
子
と
ハ
ン
カ
チ
口
（
く
ち
）
合
せ
つ
ゝ
口
應
へ

言
は
ゞ
傲
岸
公
器
を
負
ひ
し
汗
の
鼻

「
貧
し
き
人
々
」
歯
形
無
残
に
林
檎
喰
ふ

夏
の
晩
（
お
そ
）
き
汽
車
に
か
へ
ら
ぬ
物
語
り

　
　
　
　
　×

雑
草
（
あ
ら
く
さ
）
に
錆
び
つ
く
レ
ー
ル
師
を
待
ち
詫
ぶ

世
に
明
き
話
や
落
ち
ず
木
の
實
青
し

　
　
　
　
　×

　―
草
田
男
先
生
を
迎
ふ

合
歓
と
芒
ま
み
ひ
・
羞
ら
ひ
・
そ
よ
ぎ
合
ふ

責
に
堪
え
ん
秋
風
お
こ
る
潦
（
に
は
た
づ
み
）

　―
八
戸
へ

妻
と
語
る
秋
栗
色
の
大
き
な
眼

　―
青
森
へ

虫
の
音
・
千
草
し
り
へ
し
り
へ
に
鋼
鉄
車

遠
花
火
師
は
な
ま
な
か
に
詩
を
語
ら
ず

　こ
れ
ら
14
句
が
清
書
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
こ
に
ま
と
め

る
ま
で
に
原
稿
用
紙
や
藁
半
紙
に
５
枚
推
敲
の
跡
が
見
ら

れ
る
。
但
し
別
の
紙
（
お
そ
ら
く
吹
田
孤
蓬
宛
て
書
簡
の
下
書

き
と
思
わ
れ
る
）
に
「
句
稿
『
晩
夏
渓
洞
』
六
十
句
中
、
左

の
句
を
削
除
し
て
戴
き
た
く
…
…
」
と
あ
り
、「
胡
桃
繁

る
」「
扇
子
と
ハ
ン
カ
チ
」「
言
は
ゞ
傲
岸
」「
貧
し
き

人
々
」「
夏
晩
き
汽
車
」「
落
ち
か
け
し
汽
車
」「
世
に
明

き
話
」「
責
に
堪
え
ん
」「
雄
芯
と
雌
芯
」「
遠
花
火
」「
幹

打
つ
蚊
」「
ぶ
な
樹
林
双
●
遊
ば
す
」「
今
は
亡
き
」「
羊

歯
群
に
」「
激
つ
瀬
の
真
中
の
州
」
の
十
五
句
を
指
定
し

て
い
る
。「
晩
夏
渓
洞
」
は
昭
和
26
年
12
月
号
掲
載
で
全

四
十
七
句
。
削
除
洩
れ
の
た
め
か
、「
幹
打
つ
蚊
何
で
己

れ
を
殺
し
た
る
」
が
入
っ
て
い
る
。
こ
の
句
は
「
昨
日
こ

こ
に
若
き
自
殺
者
あ
り
と
聞
く
」
と
題
し
た
２
句
の
内
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。
残
り
十
四
句
の
う
ち
先
の
原
稿
用
紙
に

な
い
句
を
他
の
挟
み
込
み
の
紙
か
ら
探
し
て
み
た
。

「
落
ち
か
け
し
汽
車
の
止
ま
り
し
海
祭
り
」（「
落
ち
か
け

し
汽
車
が
止
ま
れ
り
汗
を
拭
け
り
」）

「
雄
蕊
と
雌
蕊
多
辯
の
バ
ラ
憂
鬱
」

「
今
は
亡
き
元
宰
相
や
馬
面
萩
」

「
羊
歯
群
に
水
の
鳴
り
ゐ
し
師
の
歩
み
」

「
激
つ
瀬
の
ま
な
か
の
州
な
る
栃
憂
ふ
」（「
激
つ
瀬
の
ま

な
か
の
州
な
る
朴
憂
ふ
」）

「
ぶ
な
樹
林
双
●
遊
ば
す
」
の
句
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

千
空
さ
ん
は
草
田
男
と
と
も
に
十
和
田
・
弘
前
・
浅
虫
で

少
な
く
と
も
六
十
一
句
作
り
、『
地
霊
』
ま
で
に
、
（
千
空
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さ
ん
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
）
五
十
九
句
捨
て
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
（
●
は
判
読
不
能
文
字
）

改
め
て
草
田
男
一
行
の
行
程
を
確
認
す
る
。
挟
み
込
み

の
藁
半
紙
（
Ｂ
４
・「
津
軽
詩
話
会
」
の
会
誌
の
反
故
紙
と
思

わ
れ
る
・
鉛
筆
書
き
）
に
は
「
二
十
五
日
、
八
戸
。
二
十

六
日
、
青
森
県
俳
句
大
会
。
二
十
七
日
弘
前
の
大
学
講
座

と
お
お
や
け
の

務
め
を
果
た
し
て
／
に
於
け
る
「
正
岡

子
規
と
現
代
俳
句
」
に
つ
い
て
の
講
座
。」
と
あ
り
、
全

文
に
鉛
筆
で
字
消
し
線
が
引
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
原

始
の
響
き
」
か
ら
二
十
八
日
は
夜
遅
く
ま
で
暖
鳥
句
会
が

開
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
二
十
九
日
は
十
和
田
湖
に

向
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
晩
夏
渓
洞
」
か
ら
二
十
七

日
の
弘
前
で
は
長
勝
寺
に
立
ち
寄
っ
た
こ
と
、
二
十
九
日

は
十
和
田
で
、
三
十
日
は
蔦
沼
、
三
十
一
日
に
は
浅
虫
に

行
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
俳
句
は
歓
び
の
文
学
』
に
よ

る
と
、
草
田
男
は
八
日
間
青
森
県
に
滞
在
し
、
八
戸
で
は

正
岡
子
規
に
つ
い
て
、
弘
前
で
は
第
二
藝
術
論
に
つ
い
て

話
し
た
と
い
う
。
青
森
で
は
東
奥
日
報
社
主
催
の
第
五
回

青
森
県
俳
句
大
会
の
特
別
選
者
で
あ
っ
た
。
中
央
か
ら
呼

ん
だ
初
め
て
の
選
者
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
十
和
田
に
同

行
し
た
の
は
千
空
さ
ん
の
他
に
新
岡
青
草
と
川
口
爽
郎
で

あ
っ
た
。
青
森
県
俳
句
大
会
の
夜
、
新
岡
宅
で
草
田
男
を

囲
む
句
会
を
深
夜
ま
で
開
い
て
そ
の
ま
ま
新
岡
宅
に
泊
ま

り
、
翌
日
十
和
田
湖
に
行
っ
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
幾
つ

か
の
記
録
と
矛
盾
す
る
。
俳
句
大
会
は
二
十
六
日
で
翌
日

は
弘
前
の
公
民
大
学
講
座
、
十
和
田
に
は
二
十
九
日
に

行
っ
た
の
が
正
し
い
。
そ
し
て
少
な
く
と
も
九
月
二
日
ま

で
、
九
日
間
は
滞
在
し
た
。

ま
た
、
幾
つ
か
の
メ
モ
の
裏
面
は
草
田
男
歓
迎
句
会
の

反
故
紙
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
「
中
村
草
田
男

先
生
歓
迎
」
の
為
青
森
萬
緑
会
と
五
能
沿
線
句
会
の
共
催

で
九
月
二
日
（
日
曜
日
）
午
前
九
時
よ
り
講
演
会
が
板
柳

小
学
校
で
開
催
さ
れ
、
午
前
十
一
時
か
ら
は
板
柳
公
民
館

で
句
会
が
開
か
れ
た
。
雑
詠
四
句
を
八
月
三
十
日
ま
で
に

千
空
さ
ん
の
書
店
「
暖
鳥
文
庫
」
に
投
句
す
る
こ
と
と

な
っ
て
い
た
。
千
空
さ
ん
は
草
田
男
と
ど
の
程
度
行
動
を

共
に
し
た
の
か
、
昭
和
二
十
六
年
の
日
記
の
存
在
が
確
認

で
き
て
い
な
い
た
め
、
こ
れ
以
上
の
調
べ
が
つ
か
な
か
っ

た
。	最

後
に
会
計
簿
の
メ
モ
と
思
わ
れ
る
も
の
を
書
き
添
え

て
日
程
の
確
認
と
し
た
い
。

8/25	青森→尻内	 140

　　	尻内→青森	 140

8/26	牛乳二本	 30

　　	タバコ	 60

8/27	青森→弘前（２人分）	 120

　　	弘前→五所川原	 60

8/28	五所川原→大鰐	 80

　　	大鰐→青森	 80

8/29	青森→蔦（4人分）	 600

　　	子の口→休屋（4人分）	400

8/30	宿代（4人分）	 5000

8/31

9/1	 	 色紙代（5枚）	 250

　　	青森→板柳（3人分）	 300

＊
別
の
メ
モ
か
ら
二
十
六
日
の
牛
乳
二
本
と
タ
バ
コ
は

草
田
男
の
も
の
で
あ
る
と
わ
か
る
。

	
（
青
森
県
近
代
文
学
館
主
幹
／
青
森
市
）

　

「
中
村
草
田
男
選 

雑
詠
句
稿
」

　
　
　
　
　
　

千
空
俳
句
と
そ
の
周
辺

こ
の
資
料
は
、
青
森
県
近
代
文
学
館
が
所
蔵
し
て
い
る
。

半
紙
９
枚
を
袋
綴
じ
と
し
、「
中
村
草
田
男
選

雑
詠

句
稿
（
第
二
部
）
」
と
表
書
き
が
あ
る
。
来
歴
は
不
明
だ
が
、

判
明
し
た
こ
と
だ
け
書
い
て
お
く
。

昭
和
26
年
（
１
９
５
１
）
８
月
、
中
村
草
田
男
が
東
奥

日
報
社
の
俳
句
大
会
の
特
別
選
者
と
し
て
来
県
さ
れ
た
。

「
記
録	

千
空
」
に
は
（
前
稿
、
西
谷
に
よ
る
）
、「
九
月
二
日

（
日
曜
日
）
午
前
九
時
よ
り
講
演
会
が
板
柳
小
学
校
で
開
催

さ
れ
、
午
前
十
一
時
か
ら
は
板
柳
公
民
館
で
句
会
が
開
か

れ
た
。
雑
詠
四
句
を
八
月
三
十
日
ま
で
に
千
空
さ
ん
の
書

店
「
暖
鳥
文
庫
」
に
投
句
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。」

と
あ
る
か
ら
、
資
料
は
こ
の
と
き
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

半
紙
の
綴
り
に
４
句
ず
つ
記
載
さ
れ
、
最
後
に
川
口
爽

郞
と
千
空
の
句
が
筆
文
字
で
追
加
さ
れ
て
い
る
。

千
空
の
『
俳
句
は
歓
び
の
文
学
』
に
は
、「
昭
和
二
十
六

年
の
八
月
末
に
草
田
男
先
生
は
東
奥
日
報
社
主
催
の
青
森

県
俳
句
大
会
の
特
別
選
者
並
び
に
公
民
大
学
の
講
師
と
し

て
来
青
し
、
八
日
間
ほ
ど
青
森
県
に
滞
在
し
ま
し
た
。
八

戸
、
青
森
、
大
鰐
、
弘
前
、
五
所
川
原
、
十
和
田
湖
、
奥

入
瀬
、
浅
虫
、
板
柳
と
周
り
、
私
と
川
口
爽
郞
が
同
行
し

ま
し
た
。」
と
あ
り
、「
原
始
の
響
き
―
草
田
男
先
生
同
行

記
―
」（『
暖
鳥
』
昭
和
26
年
11
月
号
）
で
は
、
十
和
田
湖
行

き
を
「
八
月
二
十
九
日
」
と
記
し
て
い
る
。

９
月
23
日
、
出
句
者
の
１
人
で
あ
る
板
柳
町
の
俳
人
、

太
田
鉄
彬
に
電
話
を
か
け
て
尋
ね
た
。

「
草
田
男
先
生
が
川
口
先
生
の
家
に
泊
ま
っ
た
と
聞
い
て

い
る
が
、
句
会
が
開
か
れ
た
こ
と
も
資
料
の
存
在
も
知
ら

な
い
。
私
が
本
格
的
に
俳
句
を
や
っ
た
の
は
そ
の
後
で
、

草
田
男
先
生
と
も
会
っ
て
い
な
い
。
板
柳
で
は
学
校
の
先

生
を
集
め
て
講
演
を
し
た
。
最
初
の
質
問
は
『
先
生
の
名

前
は
な
ん
と
読
む
ん
で
す
か
』
だ
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。

退
院
し
た
ば
か
り
で
、
体
調
が
よ
く
な
い
」
と
言
う
の
で

訪
問
を
断
念
し
た
。

「
出
句
者
の
会
津
冬
耕
は
、
会
津
耕
作
の
こ
と
か
」
と
聞

く
と
、「
そ
う
だ
」
と
言
う
。
す
で
に
亡
く
な
っ
た
が
、
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私
の
友
人
で
り
ん
ご
農
家
だ
っ
た
。

　冬
耕
と
は
板
柳
町
で
昔
話
調
査
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。

「
中
村
草
田
男
先
生
が
来
た
の
は
、
私
の
り
ん
ご
園
だ
っ

た
。
そ
の
と
き
書
い
て
頂
い
た
色
紙
が
あ
る
。
千
空
さ
ん

と
一
緒
に
俳
句
を
や
っ
た
こ
と
が
あ
る
」
と
語
っ
て
い
た

が
、
詳
し
く
は
聞
か
な
か
っ
た
。

　資
料
に
あ
る
冬
耕
の
句
は
、
い
か
に
も
精
農
ら
し
い
も

で
、
初
句
に
は
４
の
朱
字
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

４

　屍
室
出
る
歩
の
か
す
か
に
も
ち
ろ
ゝ
や
む

　
　農
書
置
く
座
は
ゆ
た
か
な
り
ち
ろ
ろ
の
灯

　
　青
林
檎
に
対
ひ
理
性
を
支
へ
を
り

　
　林
檎
の
朱
の
貧
し
き
と
き
は
詩う

た

哀
し

　句
稿
に
は
、
32
名
の
名
が
あ
り
、
４
句
ず
つ
（
１
部
に
例

外
あ
り
）
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　永
沢
ス
ス
ム
、
永
沢
ふ
み
を
、
船
水

　
　清
、

　
　工
藤

　欽
三
、
太
田

　鉄
彬
、
三
上
悠
三
郎
、

　
　中
谷

　六
郎
、
桜
庭

　五
柳
、
会
津

　冬
耕
、

　
　永
沢

　紅
陽
、
吉
崎

　善
太
、
高
田

　翠
影
、

　
　永
沢

　宗
巨
、
新
谷
ひ
ろ
し
、
東

　
　
　螢
、

　
　永
沢

　紅
緑
、
工
藤
き
く
女
、
永
沢

　吟
月
、

　
　中
村
幸
一
郎
、
永
沢

　與
助
、
伊
藤
弥
太
郎
、

　
　安
田

　了
春
、
米
田

　旭
舟
、
阿
部

　秋
光
、

　
　三
上

　北
人
、
前
田

　水
馬
、
若
崎
三
ろ
十
、

　
　桜
庭

　梵
子
、
館
岡

　林
影
、
京
武

　悠
治
、

　
　川
口

　爽
郞
、
成
田

　千
空
。

　句
の
上
の
朱
書
は
草
田
男
の
採
点
と
見
ら
れ
る
。
採
点

句
を
挙
げ
る
。

５

　乞
食
坐
に
そ
の
境
遇
の
汗
拭ふ

け
り

　
　三
上
悠
三
郎

５

　散
る
カ
ン
ナ
教
師
の
倫
理
と
ゝ
の
わ
ず

　中
谷
六
郎

４

　屍
室
出
る
歩
の
か
す
か
に
も
ち
ろ
ゝ
や
む	

会
津
冬
耕

４

　母
と
な
る
日
近
き
呼
吸
も
て
西
瓜
割
る

　米
田
旭
舟

５

　菊
そ
だ
て
都
塵
に
か
へ
る
こ
こ
ろ
な
し

　
　

	

〃

秀

　蝉
し
ぐ
れ
嘘
ま
と
ま
ら
ず
着
き
し
門

　
　三
上
北
人

秀

　暑
休
あ
け
も
ろ
き
白チ

ョ
ー
ク墨

は
す
て
て
書
く

　前
田
水
馬

秀

　梵
鐘
再
建
葡
萄
の
艶
を
た
の
し
め
り

　
　館
岡
林
影

秀

　何
時
の
世よ

の
誰
か
罪
人
つ
ば
く
ら
め

　
　川
口
爽
郞

秀

　ね
む
ご
ろ
に
飯
食
ふ
齢

よ
わ
ひ

土
の
霧

　
　
　
　成
田
千
空

　な
お
、
選
外
の
千
空
句
が
３
句
あ
る
。

　
　月
稚わ

か

く
噛
み
あ
て
し
種
噛
み
く
だ
く

　
　霧
に
會
ふ
人
の
笑
顔
を
あ
や
し
み
ぬ

　
　誠
実
さ
び
し
芥
の
中
の
草
鞋
虫

　こ
れ
ら
千
空
の
４
句
は
、
津
軽
詩
話
会
総
合
雑
誌
『
点
』

（
昭
和
26
年
度
）
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　中
村
草
田
男
句
集
『
銀
河
依
然
』
に
は
「
津
軽
」
78
句

が
あ
り
、「
大
鰐
な
る
増
田
手
古
奈
氏
に
招
か
れ
て
同
氏

邸
に
一
泊
す
」
な
ど
の
前
付
が
あ
る
。

　
　病
む
我
れ
に
住
み
よ
き
春
の
朝
と
な
り

「
板
柳
町
に
て
」
は
４
句
あ
り
、
最
初
の
句
は
、「
野
は

林
檎
町
は
あ
か
あ
か
晩
鴉
に
滿
つ
」
こ
の
句
碑
が
板
柳
町

に
あ
る
。
冬
耕
が
書
い
て
も
ら
っ
た
と
い
う
の
は
、
こ
の

句
だ
ろ
う
か
。

「
千
空
居
に
て
」
は
、
次
の
句
で
あ
る
。

　
　掌
編
的
な
店
へ
繪
慕
ひ
夏
の
蝶

　草
田
男
揮
毫
の
短
冊
が
成
田
書
店
に
掛
け
ら
れ
て
い
た
。

「
街
道
の
と
あ
る
角
に
佇
っ
て
、
成
田
千
空
氏
手
を
あ
げ

て
、
斯
く
と
指
し
教
へ
る
。
三
句
」
に
は
、
太
宰
治
の
句

が
あ
る
。

　
　坪
林
檎
太
宰
の
故
郷
こ
の
奥
二
里

　
　薊
と
小
店
太
宰
の
故
郷
へ
別
れ
道

　
　太
宰
の
通
ひ
路
稲
田
の
遠
き
雲
の
丈た

け

	

（
佐
々
木
達
司
）

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇

―
永
住
の
地
五
所
川
原

成
田
千
空
を
め
ぐ
る
人
々
⑶
―

方
言
詩
人	

木
村
助
男
と
成
田
千
空

齋

　藤

　美

　穂

　
　療
養
生
活
と
文
学

　『
千
空
研
究
』
第
2
、
3
号
の
資
料
再
録
ペ
ー
ジ
に
雑

誌
『
月
刊
東
奥
』
の
文
芸
欄
に
掲
載
さ
れ
た
千
空
さ
ん
の

俳
句
25
句
、
方
言
詩
99
編
、
小
説
1
編
（
氏
名
の
み
）
を

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
掲
載
期
間
は
昭
和
16
年
４
月
号

か
ら
18
年
11
月
号
と
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
は
千
空
さ
ん
が

20
歳
で
肺
結
核
の
た
め
帰
郷
し
、
生
家
で
家
族
の
看
病
を

受
け
な
が
ら
療
養
し
て
い
た
時
期
に
あ
た
り
ま
す
。

　
　病
む
我
れ
に
住
み
よ
き
春
の
朝
と
な
り

	

（
昭
和
16
年
4
月
号

　佳
作
）

　
　盂
蘭
盆
を
凪
い
で
佛
の
海
と
な
り

	

（
昭
和
16
年
9
月
号

　一
位
）

　
　籾
ま
い
て
体
温
ほ
の
と
覺
え
け
り

	

（
昭
和
18
年
4
月
号

　二
位
）

　当
時
死
病
と
言
わ
れ
、
安
静
に
し
て
過
ご
す
ほ
か
は
な

い
療
養
生
活
。
そ
れ
が
千
空
さ
ん
の
俳
句
を
始
め
た
き
っ

か
け
と
な
り
ま
し
た
。
俳
句
を
見
る
と
、
ど
こ
か
頼
り
な

い
病
躯
か
ら
少
し
ず
つ
回
復
し
、
確
か
な
気
力
を
得
て
い

く
暮
ら
し
ぶ
り
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
。

　
　
　旋

マ
ワ
リ
カ
ゼ風

旋マ
ワ
リ
カ
ゼ

風
ア

凧た
ご

ご
と
グ
リ

0

0

さ
へ
で

海ウ
ミ

の
方ホ

ッ
ち
ゃ
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逃ニ

げ
で
行イ

た

	

（
昭
和
17
年
3
月
号

入
選
）

こ
の
方
言
詩
に
は
地
方
主
義
に
加
わ
っ
た
音
楽
家
・
木

村
弦
三
に
よ
る
曲
が
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。
弦
三
は
「
忘
れ

ら
れ
た
自
然
に
対
す
る
幼
い
思
念
を
蘇
ら
す
こ
と
に
役
立

て
ら
れ
て
い
る
」
と
方
言
詩
を
説
明
し
て
い
ま
す
。
戦
争

や
病
気
に
耐
え
な
が
ら
母
の
元
で
暮
ら
す
日
々
、
郷
里
の

言
葉
は
懐
深
く
千
空
さ
ん
を
包
み
励
ま
し
た
に
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。
家
業
で
午
前
3
時
か
4
時
に
は
起
き
る
母
の
傍

ら
に
座
る
千
空
さ
ん
の
姿
を
、
妹
の
信
子
さ
ん
は
（
い
つ
の

間
に
）
と
思
っ
て
見
て
い
た
そ
う
で
す
。

長
姉
・
寿
美
栄
の
紹
介
で
「
松
濤
社
」
の
高
松
玉
麗
に

師
事
し
た
の
も
こ
の
頃
で
、「
郷
土
俳
句
」
を
提
唱
す
る

師
の
も
と
で
俳
句
を
学
ぶ
一
方
、
方
言
詩
や
小
説
に
手
を

染
め
る
と
い
う
文
学
生
活
を
送
り
ま
し
た
。
昭
和
18
年
青

森
俳
句
会
に
参
加
し
、
自
由
闊
達
な
俳
句
仲
間
と
出
合
い

本
気
で
俳
句
を
志
す
よ
う
に
な
る
ま
で
『
月
刊
東
奥
』
の

さ
ま
ざ
ま
な
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
投
稿
し
た
２
年
間
は
、
千

空
さ
ん
に
何
を
も
た
ら
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
　『月
刊
東
奥
』
誌
上
の
ラ
イ
バ
ル

昭
和
14
年
、
東
奥
日
報
社
の
林
柾
次
郎
が
新
雑
誌
『
月

刊
東
奥
』
を
創
刊
し
ま
す
。
文
芸
作
品
の
投
稿
欄
で
は
俳

句
、
短
歌
、
16
年
に
は
方
言
詩
欄
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。

選
者
は
詩
人
一
戸
謙
三
（
選
者
名
は
伊
豆
能
平
）
で
し
た
。

方
言
詩
は
掲
載
さ
れ
る
作
品
数
が
限
ら
れ
る
中
、
入
選
や

佳
作
に
度
々
選
ば
れ
、「
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
方
言
詩
と
し

て
の
型
を
つ
く
つ
て
ゐ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
評
さ
れ
る

常
連
の
中
に
、
当
時
療
養
中
で
あ
っ
た
成
田
力
こ
と
成
田

千
空
と
北
郡
飯
詰
村
（
現
五
所
川
原
市
飯
詰
）
の
木
村
助
男

が
い
ま
し
た
。

　
　
　夏ナ

ヅ

の
朝

ア
サ
マ

飯
詰
村

木
村

助
男

し
つ
き
ら
ど
上
つ
た
露
コ
ば

踏
ん
で
見
ろ

朝ア
サ
マ

の
畦

タ
モ
コ

行
て
見
な
が

つ
ば
め
後ア

ド

さ
な
つ
た
り

前サ
キ

さ
な
つ
た
り

か
だ
て

0

0

0

來
る

　秋ア
ギ

青
森
市

成
田

ち
か
ら

膝ス
ジ
ャ
カ
ブ

頭
の
テ
カ
レ

凝ト

ッ
こ
ど

視ミ

で
ら
け
や

お
父ド

ち
ゃ
ど

お
母ガ

ち
ゃ
ば

矢エ
ゴ
ク鱈

ね

懐オ
モ

ら
さ
て
來
た
ア
―

	

（
昭
和
17
年
9
月
号

と
も
に
入
選
）

二
人
は
俳
句
欄
で
も
頻
繁
に
名
を
連
ね
ま
し
た
。

佳
作

小
豆
煮
る
師
走
の
榾
火
殊
に
よ
し	

千
空

佳
作

師
走
な
か
ば
南
天
紅
く
雪
が
ふ
る	

助
男

	

（「
師
走
」
昭
和
16
年
12
月
号
）

一
位

提
灯
に
來
し
蚊
親
し
く
戻
り
け
り	

千
空

三
位

蚊
柱
の
流
れ
て
ゆ
け
り
徐
ろ
に	

助
男

	

（「
蚊
」
昭
和
17
年
7
月
）

方
言
詩
と
俳
句
―
そ
れ
ぞ
れ
多
数
の
応
募
の
中
か
ら

度
々
選
ば
れ
る
二
人
は
、
誌
上
で
お
互
い
の
名
前
を
認
め

て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
雑
誌
『
月
刊
東
奥
』
は
、
昭
和

12
年
の
盧
溝
橋
事
件
に
始
ま
る
日
本
軍
の
中
国
侵
攻
を
背

景
に
、
戦
地
と
郷
里
を
つ
な
ぐ
情
報
誌
と
し
て
の
使
命
を

担
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
文
芸
欄
は
、
家
族
と
離

れ
戦
事
に
携
わ
る
県
人
の
望
郷
の
念
を
受
け
止
め
る
と
同

時
に
、
病
に
冒
さ
れ
行
き
場
の
な
い
若
者
に
生
き
が
い
を

も
た
ら
し
ま
し
た
。
生
き
が
い
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
単
な
る
方
言
文
か
ら
漸
く
文
學
に
ま
で
洗
練
さ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
時
に
な
っ
た
」「
ひ
と
の
作
品
を
よ
く
讀
む
こ
と
、

千
空
の
師

中
村
草
田
男

な
か
む
ら
く
さ
た
お

俳
人
。
本
名
、
清
一
郎
。

中
国
厦
門
（
ア
モ
イ
）
生
れ
。
東
大
卒
。「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」

同
人
を
経
て
「
萬
緑
」
主
宰
。
全
人
的
な
句
作
を
説

き
、
人
間
探
求
派
と
称
さ
れ
た
。
句
集
「
長
子
」「
銀

河
依
然
」
な
ど
。（
一
九
〇
一
―
一
九
八
三
）『
広
辞
苑
』

「
降
る
雪
や
明
治
は
遠
く
な
り
に
け
り
」
の
句
が
知

ら
れ
て
い
る
。
昭
和
６
年
大
雪
の
日
に
、
大
学
生

だ
っ
た
作
者
が
、
か
つ
て
学
ん
だ
母
校
の
青
南
小
学

校
を
訪
問
し
た
と
き
詠
ん
だ
も
の
。

青
森
県
内
に
は
、
草
田
男
の
句
碑
が
２
基
あ
る
。

玫

瑰
や
今
も
沖
に
は
未
来
あ
り

（
青
森
県
立
図
書
館
）

炎
熱
や
勝
利
の
如
き
地
の
明
る
さ

（
五
所
川
原
市
運
動
公
園
）

千
空
は
早
く
か
ら
草
田
男
の
俳
句
に
注
目
、
昭
和

21
年
、『
萬
緑
』
創
刊
と
と
も
に
参
加
。「
大
粒
の
雨

降
る
青
田
母
の
故く

に郷
」
が
第
１
回
萬
緑
賞
に
選
ば
れ

る
。
晩
年
『
萬
緑
』
の
選
者
や
代
表
と
し
て
師
の
志

を
嗣
い
だ
。
草
田
男
と
千
空
は
師
弟
の
絆
で
強
く
結

ば
れ
て
る
。
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ま
た
詩
ば
か
り
で
な
く
俳
句
や
短
歌
な
ど
も
味
へ
る
や
う

に
な
ら
ね
ば
、
よ
い
方
言
詩
は
書
け
な
い
の
で
あ
る
」
と

い
っ
た
真
摯
な
選
評
に
よ
っ
て
投
稿
者
は
意
識
を
高
め
切

磋
し
、
文
芸
欄
に
は
次
第
に
質
の
高
い
作
品
が
並
ぶ
こ
と

に
な
っ
た
の
で
す
。
昭
和
18
年
に
27
歳
の
若
さ
で
亡
く
な

る
助
男
と
戦
後
俳
句
の
先
導
者
と
な
る
千
空
。
文
芸
欄
の

作
品
の
数
々
は
、
同
じ
病
を
抱
え
な
が
ら
別
々
の
運
命
を

辿
っ
た
二
人
の
生
き
た
証
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。

　
　文
学
が
つ
な
げ
る
人
と
人

　方
言
詩
「
土べ

べ
こ筆

」
が
日
の
目

　33
回
忌
直
後
に
発
見
。

　
　五

所
川
原
市
在
住
の
俳
人
、
成
田
千
空
さ
ん
は

「
木
村
さ
ん
は
当
時
青
年
詩
人
と
し
て
活
躍
し
た
。

西
北
五
地
方
で
は
た
だ
一
人
方
言
詩
を
試
み
た
人
で

あ
り
、
こ
の
地
方
の
詩
壇
の
作
品
と
し
て
は
貴
重
な

も
の
だ
」
と
評
価
し
て
い
る
。

	

（『
陸
奥
新
報
』
昭
和
51
年
３
月
２
日
）

　戦
後
30
年
が
経
過
し
、
か
つ
て
の
ラ
イ
バ
ル
が
一
編
の

記
事
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
昭
和
51
年

3
月
、
木
村
助
男
の
甥
に
あ
た
る
木
村
捷か

つ
の
り則

さ
ん
は
、
こ

の
記
事
が
出
た
そ
の
日
に
千
空
さ
ん
を
訪
ね
ま
し
た
。
古

い
印
の
つ
い
た
『
月
刊
東
奥
』
を
持
っ
て
千
空
さ
ん
に
見

せ
る
と
「
こ
れ
、
我わ

の
19
歳
の
時
の
だ
」
と
捷
則
さ
ん
に

言
い
ま
し
た
。
木
村
助
男
が
新
聞
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
戦

後
を
代
表
す
る
俳
人
・
成
田
千
空
が
認
め
て
く
れ
た
こ
と

は
、
捷
則
さ
ん
に
と
っ
て
誇
ら
し
く
忘
れ
ら
れ
な
い
出
来

事
で
し
た
。

　捷
則
さ
ん
は
傷
痍
軍
人
で
あ
っ
た
叔
父
・
木
村
助
男
が

療
養
し
な
が
ら
書
き
た
め
た
作
品
集
『
土べ

べ
こ筆

』
を
偶
然
発

見
し
、
そ
の
方
言
詩
に
心
を
打
た
れ
「
我わ

、
木
村
文
学
を

広
め
る
」
と
決
意
。
ひ
と
月
に
数
度
も
な
い
休
日
に
、
わ

か
ら
な
い
こ
と
を
調
べ
て
は
関
係
者
を
訪
ね
て
歩
き
ま
し

た
。
平
成
４
年
「
土
筆
」
の
詩
碑
を
飯
詰
に
建
立
、
詩
集

『
土
筆
』
の
復
刻
版
を
発
行
、
そ
し
て
今
年
5
月
に
は
初

め
て
の
朗
読
会
の
舞
台
に
も
立
ち
、
詩
集
『
土
筆
』
を
叙

情
豊
か
に
来
場
者
に
伝
え
ま
し
た
。
自
分
が
生
ま
れ
た
翌

年
に
亡
く
な
っ
た
名
付
け
親
の
叔
父
・
助
男
の
遺
志
を
継

ぎ
、
方
言
詩
人
・
木
村
助
男
の
名
前
と
作
品
を
世
に
知
ら

し
め
よ
う
と
奔
走
し
た
経
緯
と
情
熱
は
と
て
も
こ
の
紙
面

で
は
書
き
尽
く
せ
ま
せ
ん
。
他
人
が
見
れ
ば
た
い
へ
ん
な

ご
苦
労
、
し
か
し
捷
則
さ
ん
に
と
っ
て
は
生
き
が
い
で
あ

る
と
言
い
ま
す
。

　さ
て
、
こ
の
出
会
い
が
き
か
っ
け
で
、
俳
人
・
成
田
千

空
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
新
た
な
関
わ
り
が
見
え

て
き
た
と
い
い
ま
す
。
助
男
の
出
身
地
で
あ
る
飯
詰
村
は
、

母
方
の
実
家
（
岡
田
家
）
が
あ
る
こ
と
か
ら
元
々
千
空
さ
ん

に
と
っ
て
縁
の
あ
る
土
地
で
す
。
捷
則
さ
ん
も
小
学
校
の

教
員
で
あ
っ
た
千
空
さ
ん
の
長
姉
・
寿
美
栄
を
記
憶
し
て

い
ま
し
た
。
同
じ
く
教
員
で
あ
っ
た
寿
美
栄
の
夫
・
岡
田

晴
一
（
俳
号
は
晴
秋
）
は
村
の
指
導
的
立
場
に
あ
り
、
俳
句

会
に
は
助
男
も
出
入
り
し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
助
男
と

千
空
さ
ん
は
歳
の
差
が
あ
り
直
接
の
面
識
は
な
い
も
の
の
、

戦
前
の
雑
誌
の
投
稿
欄
か
ら
時
代
を
越
え

　て
今
に
生
き

る
人
と
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
は
、
興
味
深
い
も
の
が
あ

り
ま
す
。
今
回
も
思
い
が
け
ず
千
空
さ
ん
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

『
人
日
』
の
特
装
本
を
注
文
し
た
ら
、
文
芸
出
版
の

佐
々
木
さ
ん
が
「
あ
な
た
も
俳
句
を
作
る
の
で
す

か
」
と
聞
い
て
き
た
。「
我わ

、
句
集
を
読
む
わ
け
で

は
な
い
。
け
ど
、
千
空
さ
ん
は
こ
こ
で
く
す
ぶ
っ
て

い
る
人
で
ね
え
と
思
う
。」
っ
て
答
え
た
。
し
た
ら
、

や
っ
ぱ
り
半
年
後
に
す
ご
い
賞
を
と
っ
た
。
い
つ

だ
っ
た
か
千
空
さ
ん
が
「
10
年
、
20
年
騒
が
れ
る
の

で
は
な
く
、
５
０
０
年
ぐ
ら
い
も
残
る
人
で
い
た

い
」
っ
て
話
し
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
る

　
　

　か
つ
て
文
芸
欄
へ
の
投
稿
で
は
好
敵
手
で
あ
っ
た
叔
父

を
持
つ
捷
則
さ
ん
に
と
っ
て
は
、
そ
の
後
の
千
空
さ
ん
の

活
躍
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
し
た
。
俳
句
の
関
係
者
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
で
す
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
千
空
さ
ん
と
つ

な
が
っ
て
い
る
方
々
の
お
話
を
ま
と
め
る
こ
と
で
、
あ
ら

た
め
て
そ
の
功
績
を
偲
び
た
い
と
思
い
ま
す
。

	

（
千
空
研
究
会
調
査
研
究
員
／
五
所
川
原
市
）

【

作

品

鑑

賞
を

読
む
】

③

　
　
大

粒

の

雨

降

る

青

田

母

の

故
く

に
郷

　父
の
故
郷
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
直
ち
に
一
家
全
体
の

故
郷
で
あ
る
か
ら
、「
父
の
」
と
、
こ
と
わ
る
必
要

が
な
い
。「
母
の
故
郷
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
子
供

に
と
っ
て
は
物
珍
し
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ

は
「
乳
母
が
里
」
に
ち
か
い
、
際
限
の
な
い
一
種
の

放
埒
な
く
ら
い
の
甘
え
と
感
傷
と
を
許
す
。
際
涯
の

な
い
青
田
は
母
の
乳
房
あ
る
胸
の
や
う
に
、
あ
り
の

ま
ゝ
に
生
々
と
し
て
ゐ
て
、
す
べ
て
を
享
け
入
れ
る
。

時
に
白
雨
が
く
れ
ば
、
撥
き
撥
い
て
其
白
玉
を
躍
ら

す
。
母
の
健
気
さ
を
見
る
時
の
や
う
に
、
子
供
は
、

う
っ
と
り
と
そ
れ
を
、
甘
え
面
白
が
つ
て
佇
ち
眺
め

る
。
一
応
男
性
的
な
情
景
を
描
い
て
、
逆
効
果
的
に
、

母
性
に
つ
な
が
る
も
の
の
魅
力
を
表
現
し
て
ゐ
る
。

（『
萬
緑
』
第
12
号
、
昭
和
22
年
11
月
発
行
「
作
品
欄
批
評
」

よ
り
）

（
中
村

　草
田
男
）
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§

§

§

§

成

田

千

空

資

料
再

録

④

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

【
俳
誌
『
暖
鳥

』
】

　俳
句
・
象
徵
・
人
間

成

　田

　千

　空

　

　

象
徵
主
義
が
一
つ
の
文
藝
運
動
と
し
て
普
佛
戰
争
の
敗
戰
に
よ

る
フ
ラ
ン
ス
の
苦
惱
の
中
か
ら
誕
生
し
た
事
實
を
私
は
考
へ
る
。

　

舊
秩
序
の
世
界
が
、
地
响
を
た
て
て
崩
れ
落
ち
る
そ
の
中
に
、

絕
望
し
、
分
裂
し
尙
も
地
下
へ
と
め
り
こ
ん
で
ゆ
く
方
向
に
デ
カ

ダ
ン
テ
イ
ズ
ム
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
は
、
ま
さ
に

羽
ば
た
き
も
髙
ら
か
に
天
上
へ
と
昇
る
す
が
た
で
あ
ら
う
。

　

そ
こ
に
は
、
な
ほ
永
遠
を
希
求
し
て
や
ま
ぬ
人
間
の
一
と
す
ぢ

な
る
も
の
へ
の
信
賴
が
あ
り
、
建
設
へ
の
意
欲
が
あ
る
故
に
一
層

苦
難
に
滿
ち
た
も
の
が
あ
つ
た
と
云
へ
よ
う
。

　

浪
漫
を
超
越
し
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
機
能
を
同
時
的
に
解
放
し

て
自
己
を
表
現
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
、
人
間
は
人
間
の
有
す
る

言
葉
の
限
界
に
突
き
當
る
。
こ
ゝ
に
一
つ
の
象
徵
的
世
界
へ
展
開

す
る
必
然
的
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
と
關
連
し
て
、
日
本
に
於
け
る
德
川
三
百
年
の
閉
鏁
的
歷

史
の
基
盤
に
、
萠
芽
し
生
育
し
た
諸
藝
術
形
式
も
ま
た
別
な
意
味

で
、
象
徵
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
と
い
ふ
問
題
と
、
も
う

一
つ
、
和
歌
、
連
歌
と
い
ふ
當
時
の
貴
族
的
文
藝
を
民
衆
文
藝
へ

と
引
き
お
ろ
し
て
樹
立
し
た
俳
諧
が
、
貞
門
、
談
林
に
依
つ
て
常

に
新
し
み
へ
と
導
か
れ
て
行
つ
た
と
は
云
へ
、
遂
に
「
お
か
し

み
」「
機
智
」（
叡
智
で
は
な
い
）
の
世
界
か
ら
一
歩
も
出
る
事
が

出
來
な
か
つ
た
事
實
の
、
そ
の
根
原
を
見
究
め
た
芭
蕉
に
依
つ
て
、

象
徵
的
世
界
の
中
に
、
藝
術
と
し
て
確
立
さ
れ
て
行
つ
た
必
然
性

を
か
へ
り
み
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

	

芭　

蕉　

　
　

秋
も
は
や
は
ら
つ
く
雨
に
月
の
形

　

こ
の
的
確
に
捕
捉
さ
れ
た
自
然
現
象
の
一
斷
面
に
は
、
自
然
と

人
間
、
物
体
的
な
る
も
の
と
精
神
的
な
る
も
の
と
の
結
合
が
あ
り
、

表
面
的
に
は
移
り
ゆ
く
季
節
の
あ
は
れ
を
捕
捉
し
て
ゐ
な
が
ら
、

そ
れ
を
、
あ
は
れ
と
感
ず
る
芭
蕉
そ
の
も
の
の
世
界
の
象
徵
と
な

り
、
我
々
は
こ
の
十
七
音
の
リ
ズ
ム
の
中
に
、
な
ほ
百
万
言
の
表

現
を
感
得
す
る
。
そ
れ
は
內
か
ら
外
へ
と
葊
が
る
か
た
ち
を
と
り
、

そ
れ
故
に
一
層
、
純
粹
的
な
る
事
を
考
へ
さ
せ
ら
れ
る
。

「
我
々
は
智
識
に
よ
つ
て
說
明
の
で
き
な
い
多
く
の
も
の
を
有
つ
。

論
理
的
範
チ
ウ
を
超
し
た
我
々
の
深
い
人
格
の
中
に
は
、
純
な
る

藝
術
に
よ
つ
て
表
は
さ
る
る
無
限
に
豊
富
な
る
先
驗
的
世
界
」
が

あ
り
「
こ
の
立
場
に
か
へ
つ
て
、
も
の
を
見
る
と
き
に
の
み
、
世

界
は
一
つ
の
象
徵
と
し
て
表
現
」
さ
れ
る
（
西
田
幾
多
郞
「
意
識

の
問
題
」）
と
い
ふ
、
こ
の
た
ゞ
な
ら
ぬ
嚴
し
さ
は
、
我
々
の
俳

句
が
多
分
に
「
象
徵
性
イ
ク
オ
ル
藝
術
性
」
と
い
ふ
性
格
を
も
つ

も
の
な
る
が
故
に
、
一
層
、
痛
切
に
感
じ
、
反
省
せ
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
る
。

　

明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
、
子
規
の
平
面
的
寫
生
に
不
滿
を
感

じ
た
人
々
に
よ
つ
て
お
こ
さ
れ
た
新
傾
向
運
動
は
、
そ
の
動
機
の

純
粹
さ
に
か
ゝ
は
ら
ず
、
遂
に
象
徵
の
境
地
に
ま
で
逹
せ
ず
、
あ

る
も
の
は
暗
示
的
な
ら
ん

4

4

4

と
し
、
あ
る
も
の
は
餘
韻
を
思
は
せ
よ

4

4

4

4

う4

と
し
、
あ
る
も
の
は
又
、
含
蓄
を
深
か
ら
し
め
よ
う

4

4

4

4

4

4

4

と
し
て
、

い
た
づ
ら
に
キ
ツ
屈
怪
奇
な
表
現
に
走
つ
た
事
實
人
爲
的
態
度
を

離
れ
よ
う
と
し
て
は
、
却
つ
て
、
そ
の
束
縛
を
受
け
、
技
巧
に
陷

つ
て
行
つ
た
事
實
を
私
は
考
へ
る
。

	
皓　

平　

　
　

歸
臥
久
し
銀
河
に
耳
を
疑
ふ
夜

	

摩
雲
天　

　
　

思
索
舍
て
ゝ
旅
立
つ
日
江
の
濶
き

　

あ
る
ひ
は
、
無
中
心
を
ね
ら
つ
て

4

4

4

4

	

响　

也　

　
　

雨
の
花
野
來
し
が
母
屋
に
長
居
せ
り

と
な
り
、
平
面
的
寫
生
か
ら
飛
躍
せ
ん
と
し
て
却
つ
て
、
不
ざ
ま

な
四
邉
形
的
平
面
を
つ
く
つ
た
に
過
ぎ
な
か
つ
た
事
實
は
、
こ
ん

に
ち
の
我
々
（
何
事
に
よ
ら
ず
意
識
過
剩
に
陷
つ
て
ゐ
る
現
代
の

人
間
）
に
と
つ
て
も
、
決
し
て
、
よ
そ
事
と
し
て
見
過
ご
す
こ
と

が
出
來
な
い
の
で
あ
る
。

　

內
か
ら
外
へ
。
こ
れ
は
並
々
な
ら
ぬ
事
に
違
ひ
な
い
。「
俳
諧

は
三
尺
の
童
子
に
さ
せ
よ
」
と
い
ふ
芭
蕉
の
言
葉
の
中
に
は
一
種

の
反
語
的
な
要
素
が
ひ
そ
ん
で
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、

さ
う
言
は
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
芭
蕉
そ
の
人
の
な
げ
き
の
表
白
で

あ
る
、
と
感
じ
る
の
は
、
果
し
て
私
だ
け
で
あ
ら
う
か
。

　

私
は
こ
ゝ
に
芭
蕉
の
「
旅
」
へ
の
契
機
を
考
へ
る
。
そ
れ
は
根

底
に
於
て
、
例
へ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
象
徵
主
義
の
勃
興
期
に
遠
く
そ

の
世
界
を
志
し
た
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の
「
航
淸
」
と
一
脉
相
通
ず
る

も
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
隱
遁
な
ど
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
烈
し

い
積
極
性
で
も
あ
つ
た
と
考
へ
る
。

　

現
代　
　

さ
ら
に
複
雜
化
し
、
混
沌
狀
態
に
あ
る
現
代
の
人
間

の
自
己
表
現
と
し
て
の
俳
句
が
、
そ
れ
自
身
新
し
い
藝
術
性
を
確

立
し
、
現
代
文
化
に
何
程
か
の
プ
ラ
ス
し
よ
う
と
す
る
場
合
、

「
芭
蕉
の
詩
精
神
は
、
こ
ん
に
ち
の
俳
句
づ
く
り
な
ど
よ
り
も
、

む
し
ろ
別
の
部
門
に
於
て
受
け
つ
が
れ
、
生
か
さ
れ
る
で
あ
ら

う
」（
桑
原
武
夫
氏
）
な
ど
と
い
ふ
言
辭
に
依
つ
て
報
ひ
ら
れ
る

こ
と
も
又
、
一
應
納
得
出
來
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は

我
々
を
反
省
さ
せ
、
奮
い
た
ゝ
せ
こ
そ
す
れ
、
決
し
て
悲
觀
さ
せ

る
も
の
で
は
な
い
。
反
對
に
我
々
の
俳
句
は
、
最
も
象
徵
性
を
有

す
る
故
に
、
又
、
最
も
現
代
に
生
き
る
可
能
性
の
あ
る
文
藝
ジ
ヤ
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ン
ル
だ
と
云
へ
得
る
の
で
は
な
い
か
。
が
然
し
、
ど
う
ひ
い
き
目

に
考
へ
て
も
、
決
し
て
、
そ
れ
は
容
易
な
事
で
は
な
い
。
か
つ
て

の
新
傾
向
俳
句
や
新
興
俳
句
は
、
俳
句
を
外
か
ら
な
ん
と
か
し
よ

う
と
し
て
、
遂
に
意
識
の
デ
ー
モ
ン
に
と
り
つ
か
れ
、
人
間
の
喪

失
に
依
つ
て
失
敗
を
喫
し
た
事
實
を
考
へ
れ
ば
、
人
間
の
五
感
の
、

い
き
い
き
と
し
た
發
展
、
躍
動
が
、
ま
さ
に
先
決
問
題
で
あ
り
、

「
俳
句
を
な
ん
と
か
し
よ
う
」
と
す
る
前
に
、
先
づ
「
こ
の
人
間

を
な
ん
と
か
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
へ
ざ
る
を
得
な
い
の
で

あ
る
。	

（
二
二
、
四
、
七
）

　
　

昭
和
22
年
５
月
号

　西
東
三
鬼
論

成

　田

　千

　空

　

　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
　

靑
キ
胎
兒
硝
燈
古
ク
地
ニ
積
ル　

	

三　

鬼　

　

昭
和
十
三
年
作
ダ
ダ
イ
ズ
ム
の
匂
ひ
が
强
い
。

　
　
　

か
く
て
三
鬼
は
葬
ら
れ
、
第
二
次
大
戰
と
な
る
。
そ
れ
か

ら
七
年
。
三
鬼
の
言
葉
を
借
り
る
と
「
人
と
し
て
文
字
通
り
懸
命

の
歲
月
」
を
過
ご
し
、「
冷
嚴
な
人
生
觀
は
、
風
景
の
美
感
よ
り

も
生
命
感
に
」
强
く
感
應
す
る
や
う
に
な
り
、
戰
争
が
終
つ
た
。

　

或
る
一
日
、
三
鬼
は
、
こ
れ
も
漸
く
日
の
眼
を
見
た
東
京
三
、

石
橋
辰
之
助
と
共
に
久
し
ぶ
り
で
飮
ん
で
醉
つ
ぱ
ら
つ
て
、「
俺

は
こ
れ
か
ら
當
分
寫
生
を
や
る
」
と
放
言
し
た
と
い
ふ
。

　

こ
れ
は
ど
う
い
ふ
意
味
な
の
だ
ら
う
。
い
つ
た
い
「
風
景
の
美

感
よ
り
も
生
命
感
を
」
と
い
ふ
言
葉
の
中
に
は
一
見
矛
盾
が
あ
る
。

何
故
な
ら
、
生
命
感
の
な
い
風
景
に
は
美
感
が
な
い
の
で
あ
り
、

風
景
の
美
感
の
否
定
は
、
そ
の
ま
ゝ
風
景
の
生
命
感
の
否
定
で
あ

り
、
そ
れ
は
生
命
感
そ
の
も
の
を
も
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。
が
然
し
、
三
鬼
俳
句
の
實
体
は
こ
の
論
法
で
は
解
決
し

な
い
。
こ
の
場
合
は
逆
に
、
生
命
感
の
な
い
と
こ
ろ
に
す
ら
美
を

感
じ
た
こ
れ
迄
の
、
三
鬼
を
含
め
た
新
興
俳
句
の
在
り
方
に
對
す

る
反
省
の
言
葉
と
し
て
受
け
と
る
べ
き
で
あ
り
、
又
さ
う
取
る
こ

と
に
よ
つ
て
切
實
味
を
も
つ
。
ダ
ダ
イ
ズ
ム
に
對
す
る
反
省
が
そ

の
一
つ
で
あ
る
。
反
省
は
も
ち
ろ
ん
未
來
へ
の
止
揚
を
意
味
す
る
。

言
つ
て
み
れ
ば
、
茶
碗
を
石
疊
に
た
ゝ
き
つ
け
た
快
感
の
後
の
虛

し
さ
が
、
三
鬼
を
し
て
「
古
典
の
新
し
い
硏
究
」
に
向
は
せ
、

「
俺
は
こ
れ
か
ら
當
分
寫
生
を
や
る
」
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
ふ
。

そ
し
て
當
分
「
俺
が
や
る
寫
生
」
は
、
生
命
感
に
目
覺
め
た
三
鬼

に
と
つ
て
、
恐
ら
く
世
に
行
は
れ
て
ゐ
る
ス
ケ
ツ
チ
と
し
て
の
寫

生
で
な
い
事
だ
け
は
確
か
で
あ
ら
う
。

　

と
こ
ろ
で
茶
碗
を
た
ゝ
き
�
つ
て
快
感
を
覺
え
る
人
間
は
、
茶

碗
を
�
る
そ
の
事
を
否
定
し
て
も
、
茶
碗
を
�
る
精
神
が
後
か
ら

後
か
ら
顏
を
出
す
。
三
鬼
は
常
に
新
し
さ
を
志
向
し
、
試
み
て
や

ま
な
い
の
で
あ
る
。「
俺
が
や
る
」
こ
と
に
「
當
分
」
の
時
間
を

限
定
し
、
そ
の
時
間
に
、
が
む
し
や
ら
に
頭
を
突
つ
込
む
。「
何

が
新
し
い
か
」
は
三
鬼
は
難
問
だ
と
い
ふ
。
に
も
か
ゝ
は
ら
ず

「
俳
句
は
い
つ
の
時
代
に
も
新
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
云
ふ

彼
は
、
そ
れ
故
に
謂
は
ゞ
茶
碗
を
�
つ
て
茶
碗
を
知
る
筆
法
を
と

る
の
で
あ
ら
う
。
と
も
あ
れ
、
三
鬼
の
動
き
の
行
方
は
わ
か
ら
な

い
。「
譯
ら
な
い
」
が
故
に
「
人
の
こ
と
は
良
く
も
惡
く
も
言
は

ぬ
が
よ
い
」
と
ミ
ケ
ル
ァ
ン
ゼ
ロ
は
云
つ
た
。
私
も
又
、
三
鬼
を

�
り
切
る
す
べ
を
知
ら
な
い
が
ゆ
え
に
、
良
く
も
惡
く
も
云
ふ
わ

け
に
は
い
か
な
い
。
け
れ
ど
も
現
に
動
い
て
ゐ
る
三
鬼
の
、
作
品

の
中
に
、
意
外
に
新
し
い
も
の
が
眼
に
つ
く
と
す
れ
ば
、
そ
の
必

然
性
を
三
鬼
の
た
ま
し
ひ
の
根
元
に
求
め
る
こ
と
に
依
つ
て
、
謂

は
ゞ
、
動
き
の
中
の
動
か
ぬ
も
の
の
實
体
を
究
明
し
得
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

　
　

大
寒
の
街
に
も
無
數
の
拳
ゆ
く	

三　

鬼　

　
　

葊
島
や
物
を
喰
ふ
時
口
ひ
ら
く	

三　

鬼　

　

こ
ゝ
に
は
直
觀
の
ひ
ら
め
き
が
あ
る
。
大
寒
の
空
氣
の
中
の
無

數
の
「
拳
」
や
有
名
な
る
街
の
最
後
に
殘
つ
た
、
物
を
喰
ふ

「
口
」
は
、
明
ら
か
に
「
も
の
の
見
え
た
る
ひ
か
り
」
で
あ
る
。

妥
協
の
代
り
に
統
一
が
あ
る
。
感
覺
や
知
識
が
勝
手
に
か
け
廻
る

こ
と
な
く
、
一
個
の
た
ま
し
ひ
に
統
一
さ
れ
て
肉
体
の
聲
と
な
つ

て
ゐ
る
。
し
て
み
れ
ば
意
識
（
經
驗
）
が
統
一
さ
れ
た
無
意
識
の

狀
態
に
こ
そ
直
觀
の
世
界
が
あ
る
の
で
あ
ら
う
。
從
つ
て
、
こ
の

場
合
の
無
意
識
の
狀
態
と
は
、
零ぜ

ろ

の
狀
態
で
は
な
く
、
ぎ
つ
し
り

緊
つ
た
重
み
の
あ
る
靜
け
（
注 

け
さ
）
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

我
々
は
し
ば
し
ば
旣
成
�
念
に
よ
つ
て
說
明
的
に
物
を
見
て
ゐ

る
。
し
か
も
、
そ
の
旣
成
�
念
に
依
つ
て
形
づ
く
ら
れ
た
も
の
を
、

我
々
の
個
性
だ
と
誤
解
し
て
ゐ
る
場
合
が
多
い
。

　

芭
蕉
が
「
內
」
を
せ
め
、「
か
け
り
」
を
說
く
の
も
、「
內
」
を

せ
め
る
こ
と
に
依
つ
て
經
験
的
な
も
の
を
意
識
し
、「
け
か
り
」

（
注 

か
け
り
）
に
心
を
動
か
す
こ
と
に
依
つ
て
新
し
い
自
由
の
世
界

を
得
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
ら
う
。
自
由
の
世
界
は
肉
体
化
の

世
界
で
あ
る
。
私
は
ペ
ン
を
持
つ
て
も
の
を
書
く
。
し
か
も
ペ
ン

が
私
に
依
つ
て
自
由
に
動
か
さ
れ
る
の
は
、
ペ
ン
が
私
の
肉
体
に

同
化
す
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
同
樣
に
「
か
け
り
」
が
外
か
ら

再
び
內
に
歸
す
る
と
こ
ろ
に
自
由
の
世
界
が
あ
り
、
直
觀
に
通
ず

る
衟
が
あ
る
と
考
へ
る
。
經
驗
と
自
我
と
の
衝
突
か
ら
「
か
け

り
」
の
い
と
な
み
が
行
は
れ
、
そ
れ
が
再
び
自
我
に
統
一
さ
れ
る

位
置
に
直
觀
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
並
々
な
ら
ぬ
「
愛
」
を

要
す
る
。
我
々
に
は
愛
す
る
こ
と
に
依
つ
て
の
み
內
と
外
と
の
統

一
を
可
能
に
す
る
こ
と
が
出
來
る
か
ら
で
あ
る
。
愛
す
る
こ
と
は

又
熱
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
オ
ゾ
ン
が
分
解
し
て
、
純
粹

な
發
生
朞
の
酸
素
を
生
む
方
程
式
（O

³

⇆O

＋O
²

）
は
、
意
外
に

も
我
々
に
熱
す
る
こ
と
の
必
要
を
說
く
。
そ
の
点
、
わ
が
三
鬼
は
、

が
む
し
や
ら
に
俳
句
を
愛
し
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。
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そ
こ
で
、
直
觀
か
ら
生
れ
る
新
し
み
の
主
体
は
、
自
我
の
發
見

に
は
じ
ま
り
、
そ
の
自
我
は
意
外
に
底
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
を

知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

　

三
鬼
俳
句
の
背
後
に
常
に
三
鬼
の
肉
体
が
感
じ
ら
れ
る
の
は
、

三
鬼
が
俳
句
を
肉
体
化
し
て
ゐ
る
事
を
物
が
た
る
。

　
　

大
寒
や
轉
び
て
も
ろ
手
つ
く
か
な
し
さ

　

こ
ゝ
に
は
三
鬼
以
外
の
誰
も
ゐ
な
い
。
芭
蕉
も
居
な
け
れ
ば
蕪

村
も
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
大
寒
の
つ
め
た
い
大
地
に
ぴ
た
り
と
、

も
ろ
手
を
突
い
た
三
鬼
は
、
ま
こ
と
に
孤
獨
で
あ
る
。「
咳
を
し

て
も
ひ
と
り
」
の
放
哉
の
身
の
廻
り
も
底
知
れ
な
い
う
つ
ろ
な
光

景
で
あ
り
、
直
ち
に
死
を
聯
想
さ
せ
る
の
に
對
し
て
、
大
寒
の
土

に
、
も
ろ
手
を
突
か
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
三
鬼
の
身
の
廻
り
は

寒
々
と
し
て
ゐ
れ
ば
ゐ
る
程
、
直
ち
に
起
き
上
つ
て
動
き
出
す
肉

体
を
聯
想
さ
せ
る
の
は
何
故
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
、「
か
な
し

さ
」
前
前
（
注 

以
前
）
の
肉
体
が
、「
か
な
し
さ
」
と
云
は
ざ
る
を

得
な
か
つ
た
こ
と
に
依
つ
て
一
層
う
き
ぼ
り
に
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら

で
あ
る
。
例
へ
ば
、「
痛
い
！
」
と
い
ふ
言
葉
の
背
後
に
は
、「
痛

く
な
い
」
よ
り
も
一
層
い
き
い
き
と
し
た
肉
体
を
聯
想
さ
せ
る
の

と
同
斷
で
あ
る
。
し
か
も
「
か
な
し
さ
」
と
云
は
ざ
る
を
得
な
い

魂
と
い
ふ
も
の
は
、
己
の
意
志
以
外
の
も
の
に
動
か
さ
れ
る
己
を
、

意
識
し
た
も
の
の
魂
で
あ
ら
う
。
轉
ぶ
意
志
が
毛
頭
無
い
に
も

か
ゝ
は
ら
ず
、
轉
ぶ
と
き
は
轉
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
上
の
か
な

し
み
は
あ
ら
う
か
。
運
命
を
開
拓
す
る
人
間
は
、
開
拓
す
る
運
命

を
も
つ
た
人
間
で
あ
る
と
こ
ろ
に
運
命
の
深
淵
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

人
間
は
最
早
、
生
き
身
の
己
自
身
に
賴
る
以
外
に
手
が
な
い
で
あ

ら
う
。
そ
し
て
、
己
に
歸
つ
た
と
こ
ろ
か
ら
己
は
動
く
の
で
あ
る
。

「
私
は
ポ
ー
ズ
に
引
き
ず
ら
れ
て
ゐ
る
噓
つ
き
の
化
け
も
の
だ
。

と
い
ふ
こ
れ
が
ま
た
私
の
ポ
ー
ズ
で
あ
る
（
太
宰
治
）」
と
こ
ろ

に
近
代
人
の
か
な
し
い
宿
命
が
あ
る
。

　

そ
の
点
、
三
鬼
は
己
を
い
つ
わ
ら
な
い
。

　
　

赤
き
火
事
哄
笑
せ
し
が
今
日
黑
し

　
　

み
な
大
き
袋
を
負
へ
り
雁
渡
る

　
　

倒
れ
た
る
案
山
子
の
顏
の
上
に
天

　

こ
れ
ら
の
句
に
感
じ
ら
れ
る
立
体
性
。
或
へ
は

　
　

女
の
手
に
空

く
だ
け
ゆ
き
に
け
り

　
　

狂
院
を
め
ぐ
り
て
諳
き
盆
踊
り

　

な
ど
に
見
え
る
明
ら
か
な
フ
イ
ク
シ
ヨ
ン
も
、「
お
れ
は
噓
を

つ
く
人
間
だ
」
と
い
ふ
人
間
の
吿
白
の
眞
實
性
に
通
し
（
注 

じ
）

た
、
三
鬼
以
外
の
何
者
で
も
な
い
俳
句
で
あ
る
故
に
生
き
て
ゐ
る

と
も
云
へ
よ
う
か
。

　

例
へ
ば
昭
和
十
三
年
、
三
鬼
は
、
當
時
の
低
調
な
俳
壇
に
業
を

煮
や
し
て

　
　

垂ヘ

ル

ダ

イ

ブ

直
降
下
南
京
虫
の
街
淸
く

と
い
ふ
や
は
り
低
調
至
極
な
、
し
か
し
人
を
喰
つ
た
不
敬
な
俳
句

を
發
表
し
て
ゐ
る
。
そ
の
、
飛
行
機
に
乘
つ
た
こ
と
の
な
い
三
鬼

が
、
乘
つ
た
ふ
り
を
し
て
南
京
虫
の
街
を
身
お
ろ
す
不
逞
さ
が
、

そ
れ
か
ら
十
年
經
つ
た
今
日
に
於
て

　
　

殼
象
の
群
を
天
よ
り
見
る
ご
と
く

な
ど
と
、
や
は
り
虫
け
ら
を
上
か
ら
見
お
ろ
し
て
ゐ
る
こ
の
事
實

は
、
物
を
平
面
上
に
於
て
見
、
考
へ
る
こ
と
を
好
ま
な
い
三
鬼
の

人
間
性
を
物
語
る
も
の
で
あ
ら
う
。

　
　

靑
蚊
張
（
注 

帳
）
の
男
や
寢
て
も
躍
る
形

　

の
三
鬼
は
、
も
は
や
、
噓
を
つ
い
て
も
、
本
當
を
喋
つ
て
も
、

三
鬼
自
身
の
肉
体
か
ら
離
れ
な
い
所
に
來
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
そ

し
て
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
三
鬼
俳
句
の
「
動
き
の
中
の
動
か
ぬ
も

の
」
の
實
体
を
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

	

（
二
三
、
二
、
一
〇
）

　
　

昭
和
23
年
３
月
号

　圓
と
楕
圓

成

　田

　千

　空

　

物
デ
イ
ン
ゲ
！
。
こ
の
言
葉
を
私
が
云
ふ
う
ち
に
―
（
お
き
ゝ
で

せ
う
か
）
あ
る
靜
け
さ
が
お
こ
り
ま
す
。
物
の
�
り
に
あ
る
靜
け

さ
。
す
べ
て
の
運
動
は
し
づ
ま
り
輪
郭
と
な
り
、
そ
し
て
過
去
と

未
來
の
時
か
ら
一
つ
の
永
續
す
る
も
の
が
、
そ
の
圓
を
閉
ぢ
る
。

	

〈
リ
ツ
ケ
（
注 

リ
ル
ケ
）
〉

　

と
こ
ろ
で
、
我
々
は
圓
を
閉
ぢ
る
こ
と
に
依
つ
て
靜
寂
に
歸
へ

る
「
物
」
に
對
し
て
す
で
に
興
味
を
失
つ
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
靜
寂

な
水
面
の
あ
る
一
點
に
觸
れ
た
石
は
波
紋
を
畫
く
。
け
れ
ど
も

我
々
は
波
紋
を
畫
い
た
次
の
瞬
間
、
石
そ
の
「
物
」
が
靜
寂
に
か

へ
る
こ
と
を
知
る
が
故
に
、
波
紋
の
連
續
す
る
條
件
と
し
て
第
二

第
三
の
石
を
投
ず
る
必
要
を
感
ず
る
で
あ
ら
う
。
つ
ま
り
波
紋
の

運
命
は
石
の
性
質
に
依
る
の
で
あ
り
、
石
は
、
そ
の
有
す
る
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
水
に
傳
播
す
る
こ
と
に
依
つ
て
、
石
そ
の
も
の
が
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
喪
失
す
る
性
質
を
も
つ
。
と
す
れ
ば
、
我
々
に
と
つ
て

興
味
あ
る
問
題
は
、
石
そ
の
「
物
」
で
は
な
く
し
て
、
石
の
有
し

た
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
は
物
體
の
速
度
に
正
比
例
し
、
そ
の
速
度
は
力
に
正
比

例
し
（
ニ
ユ
ー
ト
ン
の
第
二
法
則
）
そ
の
力
は
歪
み
に
正
比
例
す

る
（
フ
ツ
ク
の
法
則
）
と
い
ふ
物
理
學
上
の
法
則
か
ら
、
我
々
は

一
足
飛
に
「
美
」
の
問
題
を
「
歪
み
」
の
問
題
に
結
び
つ
け
て
考

へ
る
こ
と
が
出
來
な
い
で
あ
ら
う
か
。
我
々
の
眼
に
う
つ
た
へ
、

心
に
觸
る
ゝ
「
美
」
の
產
物
は
、
も
と
も
と
音
、
光
等
の
世
界
の

中
の
營
み
で
あ
つ
て
み
れ
ば
、
音
、
光
等
の
根
元
を
な
す
「
エ
ネ

ル
ギ
ー
」
か
ら
「
歪
み
」
へ
と
逆
行
し
て
考
へ
ざ
る
を
得
な
い
の

で
あ
る
。
畵
家
は
モ
デ
ル
に
ポ
ー
ズ
を
つ
け
る
こ
と
に
苦
心
す
る
。
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そ
の
解
釋
は
以
上
の
考
へ
に
よ
れ
ば
、
畵
家
は
そ
の
モ
デ
ル
と
、

畵
く
べ
き
位
置
の
間
に
、
何
ら
か
の
歪
み
を
生
み
出
す
べ
く
苦
心

し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
茶
椀
は
眞
上
か
ら
見
る
な
ら
ば

圓
形
に
見
え
、
あ
る
角
度
か
ら
み
れ
ば
楕
圓
形
に
見
え
る
の
で
あ

り
、
そ
の
角
度
が
つ
ま
り
歪
み
で
あ
る
と
も
云
へ
よ
う
か
。（
例

へ
ば
、
茶
椀
を
鑑
賞
す
る
場
合
、
人
々
は
殆
ん
と
そ
れ
を
片
手
に

捧
げ
て
眺
め
入
る
の
で
あ
る
）。
た
ゞ
、
ど
の
角
度
に
美
を
感
ず

る
か
は
、
個
人
〳
〵
に
依
つ
て
万
別
で
あ
ら
う
し
、
又
、
水
中
に

於
て
は
物
體
は
屈
折
し
、
見
え
る
や
う
に
、
環
境
に
依
つ
て
は
、

圓
が
楕
圓
に
、
つ
ま
り
楕
圓
に
馴
れ
た
眼
に
は
、
圓
形
が
む
し
ろ

楕
圓
的
な
歪
み
を
も
つ
て
眼
に
う
つ
る
で
あ
ら
う
と
い
ふ
相
對
的

な
想
像
か
ら
、「
環
境
（
歷
史
）
と
美
」
の
問
題
を
考
へ
れ
ば
、

「
ル
ネ
ツ
サ
ン
ス
の
藝
術
家
は
眼
は
コ
ン
パ
ス
を
も
つ
て
ゐ
る
」

と
い
ふ
ミ
ケ
ル
ア
ン
ヂ
エ
ロ
の
言
葉
も
、
死
か
ら
生
の
一
點
に
向

つ
て
凝
集
し
た
あ
の
時
期
の
人
間
の
、
美
意
識
の
必
然
性
が
理
解

さ
れ
る
し
、
そ
の
圓
圖
形
に
育
て
ら
れ
た
そ
の
後
の
人
々
が
、

徐
々
に
デ
フ
オ
ル
ム
の
世
界
に
美
を
見
出
し
來
た
つ
て
竟
に
「
お

れ
は
繪
を
畵
く
の
は
人
生
か
ら
足
を
洗
ふ
た
め
だ
」
と
い
ふ
ゴ
ツ

ホ
の
言
葉
に
及
ん
で
ゐ
る
事
實
は
、
生
か
ら
再
び
死
の
問
題
に
直

面
し
た
人
間
の
到
底
圓
圖
形
に
は
納
ま
り
得
な
い
エ
レ
メ
ン
ト
が

あ
つ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
歪
み
（
美
は
）
相
對
的
な
性
質

を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
歷
史
の
流
れ
と
は
沒
交
渉
で
あ

り
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
我
々
は
ど
う
な
の
か
。

　

い
つ
た
い
、
圓
は
一
つ
の
中
心
點
を
持
つ
た
圖
形
で
あ
り
、
そ

れ
故
に
單
純
で
、
純
粹
で
、
す
べ
て
が
割
り
切
ら
れ
た
コ
ン
ス
タ

ン
ト
の
世
界
で
あ
る
と
云
へ
よ
う
。
疑
は
ざ
る
一
點
を
有
す
る
平

和
の
圖
で
あ
り
、
古
典
的
で
あ
り
、
善
惡
の
彼
岸
に
あ
る
。
歷
史

の
流
れ
の
中
に
、
常
に
コ
ン
ス
タ
ン
ト
を
保
た
う
と
す
る
も
の

（
圓
）
は
、
常
に
人
生
に
對
し
て
受
身
の
態
度
を
と
ら
ざ
る
を
得

な
い
の
で
あ
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
の
い
は
ゆ
る
植フ

ロ
オ物
型
と
は
、
か
ゝ

る
圖
形
を
指
す
の
で
は
な
い
か
。

　
　

ぜ
ん
ま
い
の
の
の
字
ば
か
り
の
寂
光
土	

茅　

舍　

　
　

桐
一
と
葉
日
當
り
な
が
ら
落
ち
に
け
り	

虛　

子　

　
　

植
ゑ
あ
げ
て
夕
べ
田
原
の
し
ん
と
し
ぬ	

亞　

浪　

　

な
ん
と
い
ふ
靜
け
さ
で
あ
ら
う
。
永
遠
な
る
空
間
が
一
つ
の
圓

と
な
つ
て
閉
ぢ
た
世
界　
　

。
さ
す
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
も
つ

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
波
紋
は
絕
え
る
こ
と
が
な
い
。
然
し
こ
の
波
紋
の

肌
ざ
は
り
は
、
投
ぜ
ら
れ
た
小
石
の
、
水
面
に
畫
く
束
の
間
の
波

紋
の
感
觸
に
全
く
似
て
ゐ
る
の
に
氣
付
く
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
つ

エ
ネ
ル
ギ
ー
は
共
に
圓
形
の
波
紋
を
畫
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

我
々
は
こ
の
樂
園
の
中
を
樂
し
く
散
步
す
る
こ
と
は
出
來
て
も
、

永
住
す
る
に
は
明
ら
か
に
不
安
を
感
ず
る
。
そ
れ
は
、
生
き
て
ゆ

く
我
々
の
、
善
惡
の
場
に
立
つ
意
志
と
は
何
の
關
係
も
な
く
、
從

つ
て
何
の
解
答
も
與
へ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
曾
つ
て
ル
ネ
ツ
サ
ン

ス
の
藝
術
家
が
、
人
生
に
對
す
る
ア
ク
テ
ー
ブ
な
態
度
か
ら
畫
い

た
圓
は
、
こ
ん
に
ち
の
我
々
に
と
つ
て
は
最
早
古
典
以
外
の
も
の

で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
一
方
、
我
々
は
確
か
に
圓
形
の
樂
園
も
散

步
し
得
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
我
々
の
中
に
あ
る
二
つ
の
矛
盾
し
た

も
の
の
存
在
を
示
す
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
例
へ
ば
、
ユ
ダ

ヤ
敎
徒
か
ら
キ
リ
ス
ト
敎
徒
に
回
心
し
た
筈
の
ポ
ウ
ロ
が
、
キ
リ

ス
ト
を
信
ず
る
こ
と
に
、
一
種
の
第
二
次
的
情
熱
を
要
し
た
如
く

我
々
に
も
又
思
惟　

肉
體
の
矛
盾
が
あ
り
、「
不
安
と
恍
惚
の
二

つ
が
我
に
」
あ
る
の
で
あ
る
。
花
田
淸
輝
に
依
れ
ば
、「
我
々
は

二
點
間
を
彷
徨
し
、
逡
巡
す
る
愚
を
舍
て
ゝ
直
ち
に
二
つ
の
焦
點

を
持
つ
た
圖
形
を
畫
く
」
こ
と
に
依
つ
て
、
轉
形
期
の
、
あ
り
得

べ
き
表
現
と
し
て
ゐ
る
。
二
つ
の
焦
點
を
持
つ
た
圖
形
と
は
、
云

ふ
ま
で
も
な
く
楕
圓
で
あ
る
。
し
て
見
れ
ば
「
我
々
の
探
求
す
る

の
は
、
タ
ッ
チ
の
落
着
き
よ
り
む
し
ろ
思
想
の
强
度
で
は
な
い

か
」
と
云
は
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
ゴ
ツ
ホ
の
、
あ
の
强
靭
な
タ
ツ

チ
が
、
全
身
的
に
我
々
を
打
つ
て
く
る
秘
密
は
、
生
と
死
の
二
つ

の
焦
點
を
持
つ
た
ゴ
ツ
ホ
そ
の
人
の
、
全
身
的
な
表
現
に
由
來
す

る
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

我
々
が
こ
ん
に
ち
、
蕪
村
よ
り
芭
蕉
に
、
い
は
ゆ
る
ア
ポ
ロ
的

な
も
の
よ
り
デ
イ
オ
ニ
ソ
ス
的
な
も
の
に
强
く
ひ
か
れ
る
ゆ
え
ん

は
、
否
定
と
肯
定
の
二
點
間
を
さ
ま
よ
ひ
つ
ゞ
け
て
ゐ
る
こ
ん
に

ち
の
我
々
の
心
が
、
人
間
の
生
き
身
の
生
活
に
觸
れ
る
こ
と
を
希

求
し
、
藝
術
を
愛
す
る
こ
と
に
依
つ
て
生
れ
た
蕪
村
の
藝
術
よ
り

生
活
を
愛
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
れ
た
芭
蕉
の
藝
術
に
、
よ
り
身

近
な
も
の
を
感
ず
る
故
で
あ
ら
う
し
、
生
き
た
人
間
の
歷
史
的
步

み
を
感
じ
得
な
い
圓
形
の
、
例
へ
ば

　
　

遠
山
に
日
の
當
り
た
る
枯
野
か
な	

虛　

子　

	

（
明
治
三
十
三
年
）

　
　

高
木
よ
り
高
木
に
�
日
亙
り
行
く	

虛　

子　

	

（
昭
和
十
三
年
）

　

と
い
ふ
作
品
に
比
し
て

　
　

は
ま
な
す
や
今
も
沖
に
は
未
年
（
注 

未
來
）
あ
り	

草
田
男　

	

（
昭
和
十
年
）

　
　

深
雪
衟
來
し
方
行
方
相
似
た
り	

草
田
男　

	

（
昭
和
二
十
一
年
）

　

と
い
ふ
作
品
の
、
十
年
の
步
み
の
う
ち
に
、
時
間
を
忘
却
し
、

空
間　
　

沖
に
あ
こ
が
れ
た
若
き
日
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
ン
が
、
雄
圖

む
な
し
く
も
、
再
び
時
間
の
中
に
ふ
り
も
ど
さ
れ
た
哀
し
い
風
貌

に
興
味
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
と
い
ふ
こ
と
は
、
我
々
の
美
の
對

象
は
す
で
に
、
靜
か
ら
動
へ
、
空
間
か
ら
時
間
へ
、
圓
か
ら
楕
圓

へ
と
變
貌
し
つ
ゝ
あ
る
こ
と
物
語
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う

か
。

　
　

昭
和
23
年
11
・
12
合
併
号
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『
中
村
草
田
男
訪
問
記
』

　
　
　千
空
初
期
著
作
を
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
に

　師
草
田
男
と
千
空

の
初
期
資
料
で
す
。

新
発
見
の
大
学
学
ノ

ー
ト
に
書
か
れ
た
日

記
は
、『
暖
鳥
』
掲

載
『
中
村
草
田
男
訪

問
記
』
の
元
原
稿
で

す
が
、
情
景
や
心
理
描
写
が
多
く
、
私
小
説
と
も
読
め
る
も
の
で

す
。『
暖
鳥
』
掲
載
の
「
草
田
男
先
生
同
行
記
」
と
併
せ
て
１
冊

に
し
ま
し
た
。

　Ａ
５
判
、
定
価
（
税
込
み
５
０
０
円
）
青
森
文
芸
出
版
。

東
奥
文
芸
叢
書
『
成
田
千
空
句
集
』

　千
空
さ
ん
の
選
句
集
が
、
東
奥
文
芸
叢
書
の
一
冊
と
し
て
刊
行

さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
作
品
の
中
か
ら
、『
萬
緑
』
選
者
の

横
沢
放
川
氏
が
選
句
し
た
３
６
１
句
を
収
め
て
い
ま
す
。

　Ｂ
６
判
、
定
価
（
税
込
み
１
２
９
６
円
）
東
奥
日
報
社
。

寄
贈
感
謝

齋
藤
美
穂
さ
ん

　①
『
逓
信
協
会
雑
誌
』
１
９
９
７
年
11
月
号
コ
ピ
ー

　
　「
金
秋
」
５
句

　②
『
技
術
と
技
能
』
１
９
７
９
年
５
月
号
コ
ピ
ー

　
　「
現
代
秀
句
鑑
賞
」
神
林
信
一

木
村
捷
則
さ
ん

　
　『
陸
奥
新
報
』
１
９
７
６
年
３
月
２
日
付
コ
ピ
ー

　
　
　（
方
言
詩
人
木
村
助
男
記
事
、
千
空
の
コ
メ
ン
ト
）

原
稿
を
募
集
し
て
い
ま
す

　会
報
『
千
空
研
究
』
の
原
稿
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　1
．
調
査
・
研
究
に
関
す
る
も
の
（
４
０
０
０
字
以
内
）

　

　2
．
回
想
の
成
田
千
空
（
２
０
０
０
字
以
内
）

　締
め

切

り

　第
5
号
は
1
月
末
、
到
着
順
に
掲
載
し
ま
す
。

　
　＊
稿
料
は
差
し
上
げ
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
掲
載
紙
を
お
送
り
し

ま
す
。

　送
り

先

　（
下
段
発
行
所
、
青
森
文
芸
出
版
あ
て
）

　
　＊
Ｅ
メ
ー
ル
で
送
信
く
だ
さ
る
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　

s
a
s
a
k
i@

a
-b

u
n
g
e
i.c

o
.jp

会
員
名
簿
（
40
名
）

〈
青
森
市
〉
浅
利
康
衞
、
西
谷
と
も
え
、
野
沢
省
悟
、

田
州
花
、

成
田
奉
生

〈
平
内
町
〉
佐
藤
陽
子

〈
弘
前
市
〉
阿
保
子
星
、
石
崎
志
亥
、
泉
風
信
子
、
市
田
由
紀
子
、

鎌
田
義
正
、
後
藤
隆
、
舘
田
勝
弘
、
土
田
紫
翠
、
三
上
弘
之

〈
藤
崎
町
〉
清
水
雪
江
、
世
良
啓

〈
八
戸
市
〉
上
條
勝
芳
、
小
林
凡
石
、
仁
科
源
一
、
藤
田
健
次

〈
十
和
田
市
〉
日
野
口
晃
、
米
田
省
三

〈
五
所
川
原
市
〉
一
戸
鈴
、
葛
西
幸
子
、
木
津
谷
絹
子
、
櫛
引
麗

子
、
齋
藤
美
穂
、
櫻
庭
利
弘
、
佐
々
木
あ
さ
子
、
佐
々
木
達
司
、

高
橋
睦
子
、
奈
良
知
治
、
野
村
正
彦
、
浜
田
和
幸
、
松
宮
梗
子
、

山
内
ひ
ろ
子

〈
板
柳
町
〉
木
村
武
彦

　

〈
深
浦
町
〉
草
野
力
丸
、
山
本
こ
う
女

会

員

を

募

集

し

て

い

ま

す

　会
報
『
千
空
研
究
』
継
続
配
布
を
ご
希
望
の
方
は
、
会
員
と
し

て
ご
登
録
く
だ
さ
い
。
会
費
は
年
１
０
０
０
円
で
す
。

☆

北

極

星

☆

○
師
中
村
草
田
男
抜
き
に
千
空
は
語
れ
な
い
。
中
村
弓
子
さ
ん
の

お
手
紙
は
、
師
弟
関
係
を
知
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
泉
風
信

子
の
「
草
田
男
句
の
二
重
性
」、
米
田
省
三
の
「
父
・
米
田
一

穂
と
千
空
」、
西
谷
と
も
え
の
「
中
村
草
田
男
来
青
同
行
記
か

ら
」、
「
中
村
草
田
男
選

雑
詠
句
稿
」
も
こ
れ
に
関
連
す
る
も

の
で
、
図
ら
ず
も
「
草
田
男
特
集
」
の
よ
う
に
な
っ
た
。

○
昭
和
26
年
、
草
田
男
先
生
が
東
奥
日
報
社
の
俳
句
大
会
の
特
別

選
者
と
し
て
招
か
れ
た
こ
と
は
、
千
空
も
何
度
も
書
い
て
い
る

が
詳
細
は
不
明
だ
っ
た
。
残
さ
れ
た
千
空
資
料
を
読
み
解
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

○
若
い
こ
ろ
の
千
空
の
文
章
を
読
む
と
、
そ
の
気
負
い
が
伝
わ
っ

て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
工
業
学
校
出
身
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
だ
っ
た

か
ら
科
学
の
法
則
は
も
ち
ろ
ん
、
東
西
の
哲
学
、
俳
諧
の
歴
史

な
ど
を
広
く
学
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
残
さ
れ
た
資
料
に

も
勉
強
し
た
跡
が
見
ら
れ
る
。

○
千
俳
句
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
当
初
の
目
標
１
万
句
を
超
え
た
。
俳

誌
な
ど
未
登
録
の
も
の
も
多
い
が
、
主
要
句
は
ほ
と
ん
ど
入
っ

て
い
る
。
季
語
や
語
彙
、
人
名
で
も
検
索
が
で
き
る
の
で
、
会

員
の
皆
さ
ん
が
研
究
に
必
要
な
と
き
は
ご
利
用
い
た
だ
き
た
い
。

今
後
も
資
料
を
集
め
、
増
強
し
て
い
く
。

２
０
１
５
年
11
月
20
日
発
行

会
報
『
千
空
研
究
』
第
4
号	

非
売
品
（
会
員
配
布
）

発
行

　俳
人
成
田
千
空
研
究
会
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７
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